
打
刷
毛
と
は
、
書
画
の
表
具
を
修
理
す
る
工
程
の
中

で
用
い
ら
れ
る
特
殊
な
刷
毛
の
こ
と
で
す
。
打
刷
毛
に

よ
っ
て
裏
打
紙
を
打
つ
行
為
は
、
絹
や
和
紙
に
描
書
さ

れ
た
表
具
の
本
紙
部
分
と
裏
打
紙
を
密
着
さ
せ
、
さ
ら

に
裏
打
紙
の
強
度
を
増
し
て
表
具
を
堅
牢
な
も
の
に
す

る
た
め
に
不
可
欠
な
作
業
で
す
。

打
刷
毛
の
材
料
に
は
、
「
津
久
毛
」
と
呼
ば
れ
る
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
産
の
シ
ュ
ロ
（
椋
欄
）
の
一
種
ア
レ
ン
フ

ァ
イ
バ
ー
が
用
い
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
を
長
さ
四
寸
に
切

り
、
祖
父
の
代
か
ら
使
用
し
て
い
る
板
で
も
み
ほ
ぐ
し
、

ゴ
ミ
ゃ
チ
リ
を
取
り
払
い
ま
す
。
さ
ら
に
「
一
本
よ
り
」

と
い
っ
て
毛
の
太
さ
．
，
堅
さ
・
高
さ
を
一
定
に
そ
ろ
え

る
工
程
が
あ
り
ま
す
。
刷
毛
一
枚
分
の
毛
（
約
三
三
〇

グ
ラ
ム
）
を
そ
ろ
え
る
の
に
半
日
か
か
り
ま
す
。

炊
い
た
メ
リ
ケ
ン
粉
糊
を
混
ぜ
た
木
工
用
ボ
ン
ド
の

り
を
毛
束
の
根
元
に
入
れ
て
一
本
一
本
し
つ
か
り
と
固

定
し
、
こ
れ
を
先
に
用
意
し
て
お
い
た
ヒ
ノ
キ
板
に
挟

ん
で
慎
重
に
整
え
、
仕
上
が
り
後
の
刷
毛
の
姿
を
イ
メ

ー
ジ
し
て
刷
毛
の
根
元
を
つ
け
糸
で
縫
っ
て
固
定
し
ま

す
。
こ
う
し
て
完
成
し
た
打
刷
毛
の
総
重
量
は
四
五
〇

グ
ラ
ム
程
度
に
な
り
、
適
度
な
堅
さ
と
柔
軟
性
が
あ
り
、

丁
寧
に
使
え
ば
二
0
年
は
も
つ
耐
久
性
を
兼
ね
備
え
て

い
ま
す
。
'

京
都
の
ど
真
ん
中
で
あ
る
四
条
烏
丸
の
南
東
の
町
中

に
、
藤
井
源
次
郎
氏
の
京
町
屋
造
り
の
打
刷
毛
製
作
の

作
業
場
は
あ
り
ま
す
；
藤
井
源
次
郎
氏
は
京
都
市
立
第

一
商
業
学
校
を
卒
業
後
、
た
だ
ち
に
家
業
の
打
刷
毛
製

作
に
従
事
し
、
二
代
目
祖
父
原
三
郎
、
三
代
目
父
原
之

助
に
つ
い
て
修
業
を
始
め
ま
し
た
。
し
か
し
戦
争
で
先

代
二
人
を
失
い
、
戦
後
シ
ベ
リ
ア
よ
り
復
員
し
た
昭
和

ニ
四
年
に
四
代
目
と
し
て
家
業
を
継
ぎ
ま
し
た
。

表
具
用
の
打
刷
毛
製
作
の
技
術
を
習
得
す
る
に
は
、

厳
し
い
修
業
と
豊
富
な
経
験
を
必
要
と
す
る
た
め
、
現

在
、
国
宝
・
重
要
文
化
財
の
書
画
を
修
理
す
る
た
め
に

用
い
ら
れ
る
打
刷
毛
を
製
作
し
て
い
る
の
は
ご
く
少
数

と
な
っ
て
い
ま
す
。
以
後
、
今
日
に
至
る
ま
で
打
刷
毛

郎次

正作
g

い
製
〗

源

毛
[
井藤者

刷‘
持保

ち

J’
ぅ＋

1
』用

繹ぐ具
ご表

平成10年6月8日認定

、
伝
統
技
術
の
継
承
と
後
継
者

の
製
作
一
筋
に
専
念
し

の
養
成
に
努
め
て
い
ま
す
。

国
宝
・
重
要
文
化
財
の
書
画
類
修
理
を
行
う
「
装
演
修

理
技
術
」
の
選
定
保
存
技
術
の
保
存
団
体
で
あ
る
「
国
宝

装
演
師
連
盟
」
の
技
術
者
が
使
用
す
る
打
刷
毛
の
ほ
と

ん
ど
は
同
氏
の
製
作
に
よ
る
も
の
で
、
国
内
の
み
な
ら

ア
メ
リ
カ
の
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
や
ボ
ス
ト

ず、ン
美
術
館
、
イ
ギ
リ
ス
の
大
英
博
物
館
、
オ
ラ
ン
ダ
の
ラ

イ
デ
ン
国
立
民
族
博
物
館
等
、
海
外
の
美
術
館
の
修
理

技
術
者
か
ら
も
注
文
さ
れ
る
ほ
ど
、
国
内
外
の
文
化
財

保
存
修
理
関
係
者
に
そ
の
技
術
を
高
く
評
価
さ
れ
て
い

ま
す
。
（
京
都
府
教
育
委
員
会
文
化
財
保
護
課

石
川
登
志
雄
）
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檜
皮
と
は
檜
の
樹
皮
の
こ
と
で
、
古
く
か
ら
（
七
世

紀
の
遺
跡
か
ら
も
出
土
し
て
い
る
）
屋
根
材
と
し
て
使

用
さ
れ
、
現
在
、
御
所
の
紫
痕
殿
や
清
涼
殿
を
は
じ
め

全
国
の
国
宝
重
要
文
化
財
建
造
物
の
屋
根
材
と
し
て
、

欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
材
料
で
あ
る
。
こ
の
檜
の
皮
を

も
と
か
わ
し

採
取
す
る
の
が
原
皮
師
と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
で
、
大
野

農
氏
も
そ
の
一
人
で
あ
る
。
昭
和
二
六
年
八
月
か
ら
原

皮
師
の
大
野
弘
氏
に
弟
千
入
り
し
修
業
し
た
。
翌
二
七

年
か
ら
は
原
皮
師
で
あ
っ
た
父
大
野
桃
太
郎
氏
の
も
と

で
技
術
の
習
得
に
努
め
た
。
昭
和
二
九
年
八
月
か
ら
は

独
立
し
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

原
皮
師
は
長
さ
八
ー
一
五
メ
ー
ト
ル
の
ロ
ー
プ
の
両

端
に
お
よ
そ
直
径
一
寸
長
さ
一
尺
二
寸
ほ
ど
の
手
木
と

い
う
木
を
結
び
つ
け
た
「
ぶ
り
縄
」
と
い
わ
れ
る
ロ
ー

は
ま
く
り
ば

プ
と
先
端
を
蛤
刃
に
仕
上
げ
た
カ
ナ
メ
の
木
で
で
き

た
「
箆
」
と
檜
皮
を
切
り
落
と
す
「
鈍
」
の
簡
単
な
道

具
で
立
木
の
檜
皮
を
採
取
す
る
。

檜
皮
採
取
技
術
は
、
主
に
七
ー
八
0
年
生
以
上
の
檜

の
立
木
か
ら
外
皮
の
部
分
を
箆
で
は
ぎ
取
る
技
術
で
あ

る
。
ま
ず
、
檜
の
立
木
の
根
元
に
箆
を
入
れ
た
と
こ
ろ

で
舵
を
入
れ
て
幅
七
ー
八
寸
で
皮
を
切
る
。
同
じ
こ
と

を
木
の
周
り
を
回
り
な
が
ら
、
順
次
上
の
ほ
う
に
め
く

り
あ
げ
て
い
く
。
こ
の
と
き
ぶ
り
縄
を
巧
み
に
使
い
、

足
が
か
り
に
し
て
上
の
は
う
の
檜
皮
を
は
ぎ
取
っ
て
い

く
。
最
後
に
舵
で
切
り
落
と
し
、
ロ
ー
プ
で
下
に
降
り

る
。
大
き
な
木
で
は
径
一
メ
ー
ト
ル
高
さ
二
0
メ
ー
ト

ル
以
上
に
も
な
り
、
自
由
に
大
木
を
登
り
降
り
で
き
る

よ
う
に
な
る
の
に
三
1
四
年
ほ
ど
か
か
る
。
檜
の
木
を

選定保存技術および
保持者のプロフィール

選定保存技術

ひ ださい

採平成 11年6月21日選定

わ

檜皮とは社寺建築の檜皮
葺屋根に使われる材料で、
それを採取するためには、
80年生以上の檜の立木に
登り、樹皮である檜皮をは
ぎ取る技術が必要です。
檜皮を採取する技術者は

原皮師と呼はれ、大野さん
は、 50年間以上にわたっ
て原皮師として活躍し，,文
化財建造物の保存に貢献さ
れています。

おお(/)

保持者｝く厘f 面旱

平成11年6月21日認定

（
兵
庫
県
氷
上
郡
教
育
委
員
会
社
会
教
育
課
山
田
義
三
）

傷
め
ず
に
は
ぐ
に
は
、
樹
皮
の
下
、
甘
皮
、
肉
皮
と
呼

ば
れ
る
一
皮
を
残
し
て
は
ぐ
必
要
が
あ
り
、
熟
練
し
た

技
術
が
要
求
さ
れ
る
。
檜
の
甘
皮
の
部
分
に
傷
を
つ
け

ず
に
薄
く
て
丈
夫
な
絹
皮
の
郵
分
を
付
け
て
は
ぎ
取
る

技
術
を
習
得
す
る
の
に
四
＼
五
年
ほ
ど
か
か
る
。
ま
た
、

樹
皮
の
成
長
期
で
あ
る
四
月
か
ら
七
月
の
土
用
ご
ろ
に

か
け
て
は
、
皮
を
は
ぐ
と
肉
皮
の
部
分
ま
で
い
っ
し
ょ

に
な
っ
て
め
く
れ
て
し
ま
う
た
め
、
こ
の
間
は
仕
事
を

休
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
わ
け
で
以
前
は

農
閑
期
の
仕
事
と
し
て
、
集
落
一

0
0
軒
の
う
ち
四
0

軒
ほ
ど
が
原
皮
師
と
し
て
働
い
て
い
た
が
、
現
在
で
は

一
軒
の
み
と
な
り
、
昭
和
五
九
年
か
ら
は
子
息
の
浩
二

氏
に
技
術
を
教
え
始
め
、
も
う
一
人
の
弟
子
と
と
も
に

三
人
で
檜
皮
採
取
を
行
っ
て
い
る
。
最
近
は
、
（
社
）

全
国
杜
寺
等
屋
根
工
事
技
術
保
存
会
の
若
手
に
も
技
術

を
伝
授
し
て
お
り
、
既
に
二
十
数
名
が
活
躍
し
て
い
る
c

氏
は
若
手
に
技
術
を
教
え
る
う
え
で
、
皮
を
は
ぐ
こ

と
だ
け
で
は
だ
め
で
、
檜
の
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
と
よ

い
檜
皮
が
は
げ
な
い
だ
け
で
な
く
、
木
も
傷
め
る
。
つ

ま
り
、
悪
い
檜
皮
で
ふ
い
た
屋
根
は
も
ち
も
悪
く
、
雨

漏
り
等
で
檜
皮
葺
の
屋
根
の
美
し
さ
を
損
な
う
だ
け
で

な
く
、
建
物
も
傷
め
て
し
ま
う
こ
と
を
考
え
て
仕
事
を

し
な
さ
い
と
指
導
し
て
い
る
。
‘
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日
本
の
甲
冑
に
は
大
鎧
等
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
実

用
品
で
あ
り
な
が
ら
、
装
飾
的
に
も
優
れ
た
工
芸
品
が

残
っ
て
い
ま
す
。
国
宝
・
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て

い
る
甲
冑
も
二
0
0
領
ほ
ど
あ
り
ま
す
。

こ
の
国
宝
・
重
要
文
化
財
等
の
甲
冑
修
理
を
行
っ
て

い
る
の
が
小
澤
正
実
さ
ん
で
す
。

東
京
国
立
博
物
館
内
の
甲
冑
修
理
室
が
小
澤
さ
ん
の

工
房
で
す
。
工
房
を
お
訪
ね
す
る
と
、
畳
敷
き
の
作
業

場
の
中
央
に
作
業
机
が
あ
り
、
そ
の
上
に
修
理
中
の
兜

と
仕
事
道
具
が
置
か
れ
、
両
側
に
は
修
理
に
必
要
な
材

料
が
た
ん
す
に
収
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

小
澤
さ
ん
の
甲
冑
と
の
出
会
い
は
子
ど
も
の
こ
ろ
に

大
河
ド
ラ
マ
を
見
た
こ
と
で
、
当
時
、
見
ょ
う
見
ま
ね

で
ダ
ン
ボ
ー
ル
紙
や
鉄
鍋
で
甲
冑
を
作
っ
た
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
。

高
校
在
学
中
の
昭
和
四
六
年
よ
り
、
牧
璽
二
郎
氏

（
選
定
技
術
保
存
「
甲
冑
修
理
」
技
術
者
、
昭
和
五
一

年
認
定
•
平
成
五
年
解
除
）
に
師
事
、
卒
業
後
本
格
的

に
修
理
に
従
事
し
始
め
ま
し
た
。
正
倉
院
御
物
の
修
理

お
よ
び
模
造
製
作
の
助
手
を
務
め
る
な
ど
、
一
三
年
間
、

師
匠
の
も
と
で
仕
事
を
行
っ
て
い
ま
す
。
‘

昭
和
五
九
年
に
は
、
師
匠
の
引
退
に
よ
り
独
立
し
、

墾
晶
国
立
博
物
館
内
の
甲
冑
修
理
室
を
継
承
し
て
現
在

に
至
っ
て
い
ま
す
。
独
立
後
、
重
要
文
化
財
「
銀
伊
予

お

も

だ

か

＼

札
白
糸
威
胴
丸
具
足
」
、
国
宝
「
澤
潟
威
鎧
兜
大
袖
付
」

な
ど
国
指
定
文
化
財
や
各
地
博
物
館
・
美
術
館
所
蔵
の

甲
冑
修
理
を
行
っ
て
い
ま
す
。

甲
冑
は
鍛
鉄
、
皮
革
、
組
紐
、
布
吊
、
金
具
、
漆
等

の
異
な
っ
た
材
料
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
金
工
、

な
め
し
が
わ

L

漆
エ
、
染
織
、
章
な
ど
の
工
芸
技
術
を
駆
使
し
た
総

合
的
な
工
芸
品
で
す
。
修
理
に
当
た
っ
て
は
、
各
時
代

埋：み実

ぅ

肛

、

元

正
6

3

澤

ゅ修し'、,．年
青
[
小

術

砕
』
甲
臼

保

保

定選

平成10年6月8日認定

（
東
京
都
教
育
庁
生
涯
学
習
ス
ポ
ー
ツ
部
計
画
課
大
谷
猛
）

の
甲
冑
の
材
質
、

技
法
、
組
み
立
て

等
を
熟
知
し
て
い

な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
小
澤
さ
ん

は
金
属
を
扱
い
、

漆
を
塗
り
、
裁
縫
．
刺
繍
も
こ
な
し
ま
す
。

修
理
で
は
、
製
作
さ
れ
た
当
時
の
構
造
材
を
可
能
な

限
り
生
か
し
、
補
作
は
必
要
最
小
限
に
と
ど
め
ま
す
。

修
復
で
あ
り
、
復
元
で
あ
っ
て
は
い
け
な
い
と
の
考
え

方
か
ら
で
す
。

修
理
に
使
用
す
る
材
料
を
用
意
す
る
に
も
苦
労
さ
れ

て
い
ま
す
。
甲
冑
は
材
料
が
多
く
、
組
紐
な
ら
幅
、
厚

さ
な
ど
が
異
な
り
、
色
も
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
た
ん
す
に

収
め
ら
れ
て
い
た
組
紐
の
ス
ト
ッ
ク
を
見
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
が
、
こ
れ
ら
は
、
小
澤
さ
ん
に
と
っ
て
大
切

な
財
産
と
の
こ
と
で
す
。

小
澤
さ
ん
が
こ
の
仕
事
を
続
け
て
き
た
基
本
は
、
甲
＼

冑
が
好
き
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
文
化
財
と
し
て
の
甲

冑
修
理
は
絶
対
的
に
仕
事
量
が
少
な
い
の
が
現
状
で

す
。
小
澤
さ
ん
は
修
理
を
行
っ
た
際
に
知
り
え
た
技
術

を
後
世
に
残
す
た
め
に
、
毎
年
、
工
程
見
本
を
作
ら
れ

て
い
ま
す
。
小
澤
さ
ん
が
牧
田
氏
に
師
事
し
た
と
き
、

師
匠
の
年
齢
は
六
七
歳
、
小
澤
さ
ん
は
現
在
五
0
歳
で

す
。
今
後
も
洗
練
さ
れ
た
修
理
技
術
に
よ
っ
て
よ
み
が

え
る
甲
冑
を
私
た
ち
は
博
物
館
・
美
術
館
等
で
目
に
し

'
た
い
も
の
で
す
。
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檜
皮
（
檜
の
皮
）
費
お
よ
び
柿
葺
（
椙
の
木
の
樹
齢

五
0
年
以
上
の
古
木
か
ら
で
き
る
自
然
の
赤
身
材
を
包

丁
で
割
っ
た
板
葺
）
の
技
術
は
、
建
造
物
の
屋
根
葺
技

術
と
し
て
我
が
国
特
有
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
技
術
の
発
祥
は
つ
ま
び
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
檜
皮
崎
は
八
世
紀
の
中
ご
ろ
に
既
に
用
い
ら
れ
て

お
り
、
柿
算
は
古
く
発
生
し
た
板
芦
耳
を
源
流
と
し
て
、

中
世
の
末
に
は
そ
の
技
法
が
定
着
し
大
成
し
た
と
み
ら

れ
て
い
ま
す
。
檜
皮
管
は
、
樹
齢
九
0
年
以
上
の
檜
の

皮
を
採
取
し
て
、
そ
れ
を
家
で
二
尺
五
寸

（
七
五
セ
ン

めには これらの屋根葺技術の
伝承が不可欠です。
大西氏は、国宝「室生寺五重

塔」をはじめとしてたくさんの
文化財建造物修理を手がけられ
ており、、特に複雑な曲面をもつ
唐破風屋根などの施工に優れた
腕前を発揮されています。

選定保存技術

ひ わ だぷき ;:: l:t !:: ←け bふき

葺1 柿詈
平成13年7月12日選定

おお rしやすお

保持者大西安夫
平成13年7月12日認定

一
尺
五
寸
（
四
五
セ
ン
チ
）
、
一
尺
二
寸
（
三
六

セ
ン
チ
）
等
の
平
葺
製
品
に
仕
立
て
、
一
枚
一
枚
屋
根

に
並
べ
て
竹
釘
で
留
め
て
い
く
地
道
な
仕
事
で
す
。

兵
庫
県
黒
田
庄
町
、
山
南
町
に
は
、
そ
う
し
た
技
法

を
守
り
続
け
る
檜
皮
葺
お
よ
び
柿
葺
職
人
が
多
数
お
ら

れ
ま
す
。
そ
の
中
で
も
、
大
西
安
夫
さ
ん
は
、
尋
常
高

等
小
学
校
を
卒
業
後
、
昭
和
一
四
年
に
叔
父
で
あ
る
大

城
戸
与
三
郎
氏
に
入
門
。
以
後
固
宝
「
住
吉
神
社
本
殿
」

チ）、

（
兵
庫
県
多
可
郡
黒
田
庄
町
中
央
公
民
館
長

「
瑠
璃
光
寺
五
重
塔
」
「
室
生
寺
五
重
塔
」
な
ど
日
本
各

地
の
国
宝
、
重
要
文
化
財
建
造
物
の
保
存
修
理
事
葉
に

従
事
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
数
多
く
の
施
工
経
験
を
通

じ
て
、
葺
材
を
一
枚
一
枚
積
み
重
ね
て
微
妙
な
曲
面
の

屋
根
を
ふ
く
た
め
に
必
要
な
高
度
な
技
術
を
身
に
付
け

て
お
ら
れ
ま
す
。
特
に
、
精
密
な
技
量
を
必
要
と
す
る

か

ら

は

ふ

み

の

こ

う

杜
寺
建
築
の
唐
破
風
や
簑
甲
な
ど
屋
根
施
工
に
熟
練
さ

れ
て
い
て
、
平
成
一
三
年
に
選
定
保
存
技
術
の
保
持
者

に
な
ら
れ
ま
し
た
。

現
在
、
多
数
の
檜
皮
葺
。
柿
葺
の
建
遥
物
が
、
重
要

文
化
財
と
し
て
保
護
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
建
造
物

を
保
存
す
る
た
め
に
は
檜
皮
葺
・
柿
葺
の
技
術
は
欠
く

こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
指
定
文
化
財
以

外
で
は
若
干
の
社
寺
建
築
に
そ
の
需
要
が
あ
る
と
は
い

え
、
一
般
建
築
の
分
野
で
は
ま
っ
た
く
用
い
ら
れ
な
い

技
術
で
あ
っ
て
、
こ
の
た
め
、
伝
承
は
困
難
と
な
り
つ

つ
あ
り
ま
す
。
氏
は
選
定
保
存
技
術
の
保
存
団
体
で
あ

る
（
社
）
全
国
杜
寺
等
屋
根
工
事
技
術
保
存
会
が
主
僅

す
る
各
種
研
修
事
槃
に
も
積
極
的
に
参
加
し
、
後
進
へ

の
技
術
の
伝
承
。
技
術
練
磨
に
指
導
的
役
割
を
担
わ
れ

て
お
灯
、
そ
の
成
果
は
着
実
に
実
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
伝
統
技
術
の
啓
発
活
動
と
し
て
、
黒
田
庄
町

の
第
四
二
回
文
化
祭
で
は
、
一
一
月
二
日
に
、
大
西
安

夫
さ
ん
は
じ
め
保
存
会
の
皆
さ
ん
が
、
檜
皮
葺
を
実
演
。

文
化
祭
に
訪
れ
る
町
民
は
じ
め
多
く
の
方
に
伝
統
技
術

を
見
て
い
た
だ
く
よ
い
機
会
と
な
り
ま
し
た
。
さ
ら
に

支
援
の
輪
が
広
が
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。坂

本
政
和
）

2003.11 文化庁月報心 32



東
京
国
立
博
物
館
に
文
化
財
修
理
の
部
屋
が
あ
る
こ

と
を
知
り
、
い
く
た
び
か
の
見
学
の
後
、
加
蔭
義
行
先

生
に
師
事
し
た
こ
と
を
契
機
に
木
工
品
修
理
の
道
に
進

ん
だ
。
木
工
品
や
金
工
品
・
考
古
資
料
な
ど
の
修
理
技

術
を
学
び
、
加
藤
先
生
が
急
逝
す
る
と
跡
を
継
ぐ
こ
と

に
な
っ
た
。
国
宝
や
指
定
文
化
財
の
修
理
。
復
元
を
数

多
く
行
う
。
今
思
え
ば
、
こ
の
こ
ろ
に
学
ん
だ
技
術
と

知
識
が
そ
の
後
の
木
工
品
修
理
に
大
き
な
影
響
を
与
え

た
と
い
え
る
。

木
工
品
修
理
の
目
的
は
一
っ
に
壊
れ
に
く
く
し
、
元

の
形
に
戻
す
こ
と
に
あ
る
。
木
が
も
つ
特
性
を
知
り
、

も
っ
と
も
適
し
た
使
用
方
法
を
選
択
し
な
け
れ
ば
、
形

を
く
ず
し
、
破
損
す
る
こ
と
も
あ
る
。

修
理
に
は
、
修
理
品
と
同
種
の
乾
燥
し
た
木
材
と
と

「

と

り

こ

！ト
J
9
4
4

も
に
、
漆
や
膠
、
砥
粉
や
小
麦
粉
な
ど
の
古
典
的
な
材

料
を
用
い
る
。
ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
エ
ポ
キ
シ
系
や

ア
ク
リ
ル
系
の
合
成
樹
脂
を
使
用
す
る
。
さ
ら
に
、
欠

せ
っ
こ
う

落
部
分
の
復
元
に
は
、
粘
土
や
石
膏
で
復
元
部
分
の
原

型
を
作
り
、
原
型
に
合
わ
せ
て
木
を
削
り
、
作
成
す
る

こ
と
も
あ
る
。
鋸
、
堅
、
彫
刻
刀
、
切
出
し
な
ど
の

道
具
も
重
要
で
、
砥
石
は
必
需
品
で
あ
る
。
大
胆
に
彫

り
出
す
刃
先
や
繊
細
に
削
る
刃
先
な
ど
を
求
め
、
手
元

に
は
、
日
本
刀
の
よ
う
に
鍛
造
さ
れ
た
彫
刻
刀
が
二

0

0
本
近
く
あ
る
。

修
理
に
は
半
年
か
ら
一
年
ほ
ど
の
期
間
を
要
す
る
。

毎
日
修
理
品
を
見
て
い
る
と
一
編
の
小
説
を
読
む
か
の

よ
う
で
、
技
術
的
な
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
固
体
の
表
情
、

制
作
者
の
表
現
力
な
ど
か
ら
、
思
想
や
知
識
・
見
識
と

選定保存技術および
保持者のプロフィール
我が国の美術工芸品は必ず

しも単一の材質技法によるも
のではなく、複合的な材質を
もち、木材を基に療や装飾金
具などを組み合わせた状態で
成り立っています。こうした
文化財の修理には木工品の製
作技術を基本に、漆、膠、金
工品などの修理技法にも及ぶ
幅広い技術が必要とされま
す。桜井氏は伝統的木工品修
理はもちろん、金属製品を主
とした考古資料の修理に多く
の業績を有しています。

い
っ
た
作
者
の
内
面
を
か
い
ま
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

き
が
く
め
ん

国
立
博
物
館
所
蔵
法
隆
寺
伎
楽
面
の
う
ち
『
太
胡
夫
』

ご
じ
ょ

と
『
吾
女
』
の
二
面
の
修
理
で
は
、
大
胆
に
削
り
彫
ら

れ
た
痕
跡
を
見
て
彫
師
の
技
術
の
高
さ
と
お
お
ら
か
さ

に
身
震
い
し
た
。

木
工
品
修
理
は
、
傷
ん
だ
も
の
が
そ
れ
以
上
痛
ま
な

い
よ
う
に
ほ
ん
の
少
し
だ
け
丈
夫
に
す
る
こ
と
だ
゜
修

理
は
一
度
で
完
了
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
過
去

に
修
理
さ
れ
た
も
の
を
再
び
修
理
す
る
こ
と
も
あ
れ

み

た

び

ば
、
後
世
の
人
が
一
一
一
度
修
理
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。

選定保存技術

もっこうひんしゅうり

工品修理
平成9年6月6日選定

そ
の
と
き
容
易
に
修
理
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
よ
う
な
補

修
・
補
強
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
樹
脂
で
塗
り
固
め

る
よ
う
な
行
為
は
、
修
理
と
は
い
え
な
い
。
修
蝉
は
謙

虚
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
木
は
生
き
も
の
で
あ
り
呼

吸
し
て
い
る
。
そ
の
呼
吸
を
止
め
て
し
ま
っ
た
ら
木
は

死
ん
で
し
ま
う
。
制
作
者
が
「
木
」
に
命
を
注
ぎ
込
ん

だ
。
命
に
は
限
り
が
あ
る
が
、
注
ぎ
込
ま
れ
た
命
を
少

し
で
も
長
く
後
他
に
延
ば
す
こ
と
が
で
き
れ
は
と
顧
っ

て
い
る
。

（
新
座
市
教
育
委
員
会
教
育
総
務
部
生
涯
学
習
課

主
席
主
査
兼
学
芸
員
斯
波
治
）

さくら し9

保持者桜井 泣げ
平成9年6月6日認定
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い
ろ
っ
ち

京
壁
は
、
色
土
を
用
い
て
塗
ら
れ
た
土
壁
仕
上
げ
の

総
称
で
、
桃
山
時
代
以
降
発
展
し
て
い
っ
た
数
寄
屋
建

築
に
好
ん
で
用
い
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
使
用
さ
れ
る
土

が
京
都
市
域
あ
る
い
は
そ
の
近
郊
で
採
取
さ
れ
、
そ
れ

じ
ゅ
ら
く
っ
ち

ら
は
緊
楽
土
、
稲
荷
土
、
九
条
土
な
ど
産
出
さ
れ
る
地

名
で
呼
ば
れ
た
た
め
、
そ
れ
が
全
国
に
広
ま
っ
て
、
一

般
に
京
壁
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

佐
藤
さ
ん
は
京
都
で
代
々
左
官
業
を
営
む
家
に
生
ま

れ
、
学
業
を
終
え
る
と
直
ち
に
実
父
で
あ
る
徳
治
郎
さ

ん
に
師
事
し
、
左
官
業
一
筋
で
五
0
年
余
り
技
術
の
錬

磨
に
励
ん
で
こ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
間
、
国
宝
「
妙
喜

庵
待
庵
」
や
重
要
文
化
財
「
仁
和
寺
飛
濤
亭
」
な
ど
数

多
く
の
文
化
財
建
造
物
修
理
を
手
が
け
る
一
方
で
、
京

都
の
数
寄
屋
座
敷
等
を
は
じ
め
広
く
各
地
の
京
壁
の
施

工
に
携
わ
っ
て
き
て
お
ら
れ
ま
す
。

京
壁
の
仕
上
げ
技
法
に
は
、
塗
土
が
乾
か
な
い
う
ち

選定保存技術

左曾（古式点壁）
平成13年7月12日選定

さとうはるお

保持者佐藤治男
平成13年7月12日選定

こ
て

に
何
度
も
鰻
で
強
く
こ
す
り
つ
け
て
表
面
に
光
沢
を
も

た
せ
た
「
磨
き
壁
」
や
、
凸
面
を
し
た
鰻
で
ゆ
る
や
か

に
表
面
を
な
で
な
が
ら
帯
状
の
線
を
残
す
「
引
き
摺
り

壁
」
な
ど
、
技
術
の
習
得
に
相
当
の
年
月
を
要
す
る
も

の
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
技
術
を
も
っ
た
職
人
さ
ん
は
今

日
で
は
非
常
に
少
な
く
な
り
ま
し
た
。

現
在
佐
藤
さ
ん
は
、
「
私
が
今
ま
で
こ
の
仕
事
に
従

事
で
き
た
の
は
、
師
で
あ
る
父
や
諸
先
輩
か
ら
い
ろ
ん

な
こ
と
を
教
え
て
も
ら
え
た
こ
と
と
、
そ
れ
ら
を
身
に

付
け
て
い
く
た
め
の
仕
事
が
あ
っ
た
か
ら
で
、
こ
う
し

て
培
わ
れ
た
私
の
技
術
や
知
識
の
す
べ
て
を
次
の
世
代

へ
引
き
継
ぐ
こ
と
が
私
の
使
命
」
と
、
こ
の
伝
統
的
な

左
官
技
術
を
後
世
に
伝
え
て
い
く
た
め
、
後
継
者
育
成

や
材
料
の
確
保
、
さ
ら
に
は
伝
統
的
な
土
壁
の
よ
さ
を

知
っ
て
も
ら
う
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
普
及
啓
発
活
動
に

力
を
注
い
で
お
ら
れ
ま
す
。
材
料
の
確
保
で
は
、
よ
い

土
が
産
出
さ
れ
る
付
近
で
工
事
現
場
が
あ
れ
ば
足
を
運

ん
だ
り
、
土
蔵
が
壊
さ
れ
る
と
聞
け
ば
そ
の
土
を
確
保

す
る
た
め
に
奔
走
し
、
普
及
啓
発
活
動
で
は
伝
統
技
術

の
公
開
や
展
示
の
機
会
が
あ
れ
ば
、
そ
こ
で
京
壁
の
実

物
が
見
て
も
ら
え
る
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
見
本
を
作
成

し
た
り
と
、
こ
れ
ま
で
の
仕
事
一
筋
以
上
に
多
忙
な

日
々
を
過
ご
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
後
継
者
育
成
で
は
、

「
最
近
、
伝
統
的
な
左
官
職
人
を
志
す
若
者
が
徐
々
に

増
え
て
き
て
お
り
、
ま
た
全
国
文
化
財
壁
技
術
保
存
会

の
研
修
会
等
に
参
加
さ
れ
る
人
は
皆
熱
心
に
勉
強
を
し

｀
て
く
れ
ま
す
。
し
か
し
彼
ら
が
実
践
し
て
技
術
を
高
め

て
い
く
た
め
の
仕
事
が
非
常
に
少
な
く
、
せ
っ
か
く
の

熱
意
を
生
か
し
て
い
け
な
い
」
こ
と
を
懸
念
さ
れ
て
お

り
、
「
今
日
環
境
問
題
等
が
叫
ば
れ
て
い
ま
す
が
、
こ

の
伝
統
的
な
日
本
壁
の
技
法
・
技
術
は
ま
さ
に
そ
の
有

効
な
対
策
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
も
う
一
度
日
本
壁

が
見
直
さ
れ
普
及
さ
れ
る
こ
と
が
技
術
の
伝
承
に
と
っ

て
も
不
可
欠
で
す
」
と
、
そ
の
復
活
に
向
け
て
意
欲
的

に
取
り
組
ん
で
お
ら
れ
ま
す
。

（
京
都
府
教
育
庁
指
導
部
文
化
財
保
護
課

文
化
財
専
門
技
術
員
鶴
岡
典
慶
）
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作
り
に
従
事
す
る

じ

ょ

う

る

り

国
の
重
要
無
形
文
化
財
「
人
形
浄
瑠
璃
文
楽
」
は
、

我
が
同
が
世
界
に
誇
る
伝
統
芸
能
と
し
て
．

f

平
成
一
五

年
一
．
月
に
ユ
ネ
ス
コ
か
ら
「
人
類
の
口
承
及
び
無
形

遣
産
の
傑
作
」
と
し
て
宜
言
さ
れ
た
。

こ
の
文
楽
を
支
え
る
不
可
欠
の
技
術
の
―
つ
で
あ
る

か

つ

ら

と

こ

や

ま

文
楽
人
形
の
耀
予
床
山
が
、
一
昨
年
七
月
に
国
の
選
定

保
存
技
術
と
し
て
選
定
さ
れ
、
初
め
て
保
持
者
に
認
定

さ
れ
た
の
が
名
越
昭
司
さ
ん
で
あ
る
。

名
越
さ
ん
は
国
立
文
楽
劇
場
退
職
後
も
後
継
者
の
指

導
を
さ
れ
て
い
る
が
、
昨
年
七
月
に
は
四
天
王
寺
近
く

の
谷
町
筋
に
面
し
た
所
に
作
業
場
と
髪
製
の
展
示
場
と

し
て
「
墨
司
庵
」
を
開
設
さ
れ
る
な
ど
、
七
0
歳
を
過

ぎ
て
も
な
お
、
文
楽
の
一
般
へ
の
普
及
、
啓
発
の
た
め

新
た
な
取
組
を
さ
れ
て
い
る
。

鬱
（
カ
ス
ラ
・
ズ
ラ
と
も
い
う
）

選定保存技術および
保持者のプロフィール
文楽人形の霊を作り即り付

け、髪を結い上げる技術であ
る。本来は、璧師と床山かそ
れぞれ担う独立した技術であ
ったが、名越氏はどちら
精通し、担当している。
の工程は、霊の型紙（剖f

や璽の土台となる台金を
ところから始まり、多岐
たる。名越氏の綿密な時
証に裏打ちされた確かな技術
と、経験によって培われた鋭
い感覚は、実演家から厚い信
頼が寄せられている。

選定保存技術

ぶんらく「んぎ-

文楽人凡
よっかつら
/呈呈三；
／里奎翌鬱

とこやま

平成14年7月8日選定

な ーししょうじ

保持者名越昭司
平成14年7月8日認定

者
を

か
ず
ら
し

「
襲
師
」

ボ
と
も
い
う
）

乎
ぶ
。

E"u 

と

わ
せ
た
銅
板
に
、

出
来
上
が
っ

か
し
ら

人
形
の
襲
は
役
柄
の
首
に
合

み
の
け

人
毛
や
ヤ
ク
の
毛
で
編
ん
だ
蓑
毛

（
蓑
状
に
編
む
た
め
）
を
付
け
、
前
髪
・
響
で
勉
（
タ

ま
け

．
髯
の
各
部
分
を
作
り
、

た
霊
を
首
に
鋲
で
止
め
る
。
蓑
は
化
粧
蓑
、

毛
髪
を
編
ん
で
い
く
。

中
蓑
な
ど

種
類
に
よ
っ
て
二
本
の
紐
に
二
0
か
ら
四
0
本
前
後
の

出
来
上
が
っ
た
霊
を
役
柄
に
合
わ
せ
て
結
い
上
げ
る

（
大
阪
府
教
育
委
員
会
文
化
財
保
護
課
主
査
森
成
元
）

の
が
「
床
山
」
で
あ
る
。
基
本
的
な
髪
型
は
ニ
―

0
種

類
ほ
ど
あ
り
、
こ
の
基
本
に
櫛
、
管
、
算
、
鹿
の
子

な
ど
の
装
飾
品
が
加
わ
り
さ
ら
に
変
化
す
る
。
髪
型
の

決
定
に
は
役
柄
の
身
分
や
年
齢
、
人
形
遣
い
の
好
み
な

ど
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
髪
を
結
う
と
き
に
は
油
を
使

こ
ふ
ん

う
と
首
の
胡
粉
に
染
み
汚
れ
が
付
く
た
め
「
さ
ら
毛
」

を
使
う
が
、
乱
れ
や
す
い
の
で
現
在
は
ス
プ
レ
ー
や
デ

ィ
ッ
プ
な
ど
で
整
え
、
ド
ラ
イ
ヤ
ー
で
乾
か
す
な
ど
工

夫
さ
れ
て
い
る
。

名
越
氏
は
最
初
、
婁
師
で
あ
る
叔
父
の
酒
井
正
已
氏

に
師
事
し
、
次
い
で
床
山
の
技
術
を
文
楽
人
形
床
山
の

佐
藤
為
治
郎
氏
に
師
事
し
た
が
、
三
年
ほ
ど
で
引
退
さ

れ
た
た
め
、
人
形
遣
い
の
師
匠
と
相
談
し
、
エ
夫
し
な

が
ら
現
在
ま
で
半
世
組
に
わ
た
っ
て
、
一
人
で
文
楽
を

支
え
て
こ
ら
れ
た
。

現
在
の
名
越
さ
ん
は
後
継
者
へ
の
指
導
の
ほ
か
、
髪

型
の
保
存
の
た
め
、
飾
り
麗
を
作
ら
れ
て
い
る
。
文
楽

の
婁
は
公
演
ご
と
に
作
り
替
え
る
の
で
髪
型
が
残
ら
な

い
。
そ
こ
で
参
考
資
料
と
し
て
、
数
年
前
か
ら
飾
り
麗

を一

0
0
点
ほ
ど
作
ら
れ
て
い
る
が
、
ま
だ
立
役
（
男

役
）
を
中
心
に
十
数
点
作
り
き
れ
て
い
な
い
と
い
う
。

戦
後
の
混
乱
、
文
楽
協
会
の
設
立
、
国
立
文
楽
劇
場

の
開
場
、
そ
し
て
今
回
の
傑
作
宣
言
と
文
楽
は
一
時
の

低
迷
を
し
の
い
だ
と
も
い
え
る
が
、
襲
師
・
床
山
と
し

て
こ
の
五
0
年
を
支
え
て
こ
ら
れ
た
名
越
さ
ん
に
は
、

ま
だ
ま
だ
お
元
気
で
、
よ
り
一
層
の
ご
活
躍
を
念
顧
い

た
し
て
お
り
ま
す
。
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茅
葺
は
、
稲
、
小
麦
、
茅
、
殴
な
ど
の
植
物
で
屋
根

を
葺
＜
草
葺
と
呼
ば
れ
る
屋
根
葺
技
術
の
一
種
で
す
。

草
葺
は
古
来
よ
り
建
物
の
種
類
や
地
域
を
問
わ
ず
行
わ

れ
、
地
域
ご
と
に
気
候
・
風
土
に
合
っ
た
技
術
が
伝
統

的
に
培
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
中
で
も
茅
葺
は
材
料

の
入
手
が
比
較
的
容
易
で
耐
久
性
も
あ
る
た
め
、
全
国

的
に
見
る
こ
と
が
で
ぎ
ま
す
。

草
葺
の
一
般
的
な
民
家
の
場
合
、
屋
根
は
合
掌
を
組

み
棟
木
・
母
屋
を
配
し
て
垂
木
を
取
り
付
け
、
茅
負
。

籠
竹
を
縄
が
ら
み
で
取
り
付
け
ま
す
。
そ
の
上
に
軒
先

か
ら
順
次
茅
を
並
べ
、
要
所
を
押
竹
で
押
さ
え
て
縄
で

縫
い
付
け
て
い
き
ま
す
。
棟
ま
で
葺
き
上
り
棟
を
包
み
、

最
後
に
刈
り
込
み
を
行
い
形
を
整
え
ま
す
。

隅
田
隆
蔵
氏
が
師
・
東
谷
庄
治
氏
に
弟
子
入
り
し
た

の
は
昭
和
二
0
年
、
復
員
後
の
こ
と
で
し
た
。
当
時
は

ま
だ
屋
根
葺
職
人
も
大
勢
い
た
と
い
い
ま
す
が
、
そ
れ

で
も
藁
崎
や
麦
秤
（
麦
藁
）
葺
は
で
き
て
も
茅
葺
ま
で

で
き
る
者
は
少
な
く
、
近
隣
で
は
氏
を
含
め
三
名
し
か

い
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。
~

昭
和
二
四
年
に
独
立
し
て
か
ら
は
、
吉
村
家
住
宅

（
重
文
）
、
旧
山
田
家
住
宅
（
重
文
）
、
慈
光
院
書
院

（
重
文
）
、
片
岡
家
住
宅
（
重
文
）
、
吉
祥
寺
薬
師
堂

（
重
文
）
、
旧
春
日
大
社
板
倉
（
重
文
）
な
ど
数
多
く
の

文
化
財
建
造
物
の
保
存
修
理
や
、
伊
勢
神
宮
の
式
年
遷

宮
に
も
二
度
に
わ
た
り
携
わ
り
、
平
成
天
皇
即
位
に
際

し
て
は
大
嘗
宮
悠
紀
殿
の
屋
根
葺
工
事
を
行
う
な
ど
、

広
範
な
技
術
に
精
通
し
、
優
れ
た
技
量
を
発
揮
さ
れ
て

い
ま
す
。

える意味でも重要なのであ
る。

（
奈
良
曝
教
育
委
員
会
文
化
財
保
護
課
建
造
物
係
主
査

馬
場
宏
道
）

選定保存技術

盃
亨
[

や

2月

か

4年5
 

5
 

n
 

矛カロ廿

保持者

うぞうゆり

た田
みす

平成14年7月8日認定

茅
は
自
然
の
素
材
で
あ
る
た
め
、
生
育
条
件
に
よ
っ

て
太
さ
や
長
さ
、
形
状
が
そ
れ
ぞ
れ
違
い
、
使
用
箇
所

に
応
じ
た
選
別
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
長
い
茅
は
水
の

多
く
流
れ
る
所
や
棟
に
、
短
い
茅
は
水
の
少
な
い
所
や

軒
先
、
先
の
開
い
た
茅
は
捨
茅
に
と
い
っ
た
具
合
で
す
。

捨
茅
と
は
茅
の
角
度
を
調
整
す
る
た
め
に
屋
根
面
の
奥

に
挿
入
す
る
茅
の
こ
と
で
、
捨
茅
で
屋
根
の
耐
久
性
が

決
ま
る
と
さ
え
言
わ
れ
、
葺
く
茅
に
見
合
っ
た
位
置
や

量
を
瞬
時
に
見
極
め
る
に
は
相
当
な
熟
練
を
要
し
ま

り
屋
根
齊
職
人
と
し
て
弟
→
~
入
り
し
て
五
八
年
を
経
過

し
た
現
在
も
、
現
役
と
し
て
文
化
財
建
造
物
の
保
存
修

理
事
菓
に
従
事
す
る
か
た
わ
ら
、
各
地
の
茅
葺
技
能
者

と
の
交
流
を
と
お
し
て
技
能
の
習
得
に
努
め
て
お
ら

れ
、
（
社
）
含
国
社
寺
等
屋
根
［
事
技
術
保
存
会
が
、
E

催
す
る
研
修
事
業
等
を
通
じ
、
後
継
者
の
育
成
と
技
術

の
伝
承
に
尽
力
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
自
ら
良
質
の

山
茅
を
産
す
る
茅
場
を
確
保
さ
れ
、
材
料
か
ら
施
工
、

施
工
後
の
管
理
と
い
う
一
貫
性
の
あ
る
活
動
を
し
て
お

ら
れ
、
文
化
財
建
造
物
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
歴
史

的
建
造
物
の
保
護
に
大
き
く
貞
献
し
、
所
有
者
や
管
理

者
の
多
く
か
ら
感
謝
さ
れ
て
い
ま
す
。

31琴文化庁月報 2004.3 



守7;)A々選定保存技術保持者編

「
こ
の
建
物
は
、

釘
を
一
本
も
使
っ
て
い
ま
せ
ん
」

文
化
財
の
建
物
を
こ
う
説
明
さ
れ
て
い
る
の
を
聞
く

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
確
か
に
日
本
の
伝
統
的
な
建
物
の

ょ

ぞ

ぬ

き

主
た
る
構
遮
は
、
柄
を
入
れ
た
り
、
貫
を
と
お
し
た
り

ニて、

l
}
 

文
字
ど
お
り
木
を
組
ん
で
建
ち
上
げ
て
い
き
ま

す
。
し
か
し
、

釘
が
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
釘
や
、

建
物
の
要
所
に
は
、

こ
ん
て
つ

飾
り
金
具
な
ど
の
鍛
鉄
製
金
具
を
製
作

す
る
技
術
を
継
承
し
て
い
る
の
が
横
山
義
雄
氏
で
す
。

鍛
沿
と
は
、

熱
し
た
鉄
を
ハ
ン
マ
ー
で
た
た
い
て
成
形

し
て
い
く
も
の
で
す
。

思
い
の
他
多
く
の

切
断
し
た
り
、

溶
接
す
る
こ
と

は
せ
ず
、
た
た
い
て
廷
ば
す
の
が
基
本
で
す
。
柚
山
氏

は
、
実
父
の
松
之
助
氏
に
師
事
し
て
技
術
の
詈
得
に
努

選定保存技術および
保持者のプロフィール

金具鍛冶技術は、文化財建

造物修理に必要な鍛鉄製金具

を製作する技術である。長押

の釘隠金具などのように彫刻

や金箔押を施して建物を華麗

に見せる金具は、技巧的で精

緻を極める。また木材同士を
かすかい

緊結する和釘や鎚などでは、

形状により金具としての効き

具合に差が出る。さらにその

意匠や技法は建物の時代や地

域によりさまざまなため、製

作には高度な熟練を要する。

選定保存技術

かなぐかじ

金具鍛冶
平成 14年7月8日選定

保持者 1只山義雄
平成 14年7月8日認定

め
、
現
在
ま
で
に
数
多
く
の
文
化
財
や
、
京
都
御
所
、

桂
離
宮
の
修
理
工
事
に
貢
献
さ
れ
、
多
様
な
意
匠
や
技

法
に
精
通
さ
れ
て
い
ま
す
。

先
日
工
房
に
お
じ
ゃ
ま
し
て
、

っ
て
細
く
な
る
形
を
し
て
い
て
、

よ
う
に
な
っ
た
丸
い
断
面
の
釘
、

お
も
に
釘
に
つ
い
て

の
お
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。
日
木
の
伝
統
的
な
釘
は

「
和
釘
」
と
呼
ば
れ
、
断
面
が
矩
形
で
、

先
婿
に
向
か

明
治
以
降
造
ら
れ
る

｀
幻
」
と
は
区
別

さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
こ
の
和
釘
を
造
る
に
は
、
丸
い

じ

が

ね

岱

ん

せ

ん

ぴ

ど

こ

断
面
の
地
金
（
香
線
と
い
う
太
い
針
金
）
を
火
床
で
熟

し
、
四
角
に
成
形
し
て
い
き
ま
す
。

作
業
を
拝
見
し
ま
し
た
が
、

の
と
お
り
瞬
く
間
に
四
角
く
、

っ
て
い
く
の
が
わ
か
り
ま
す
。
和
釘
は
こ
の
形
に
よ
り
、

打
ち
締
め
る
と
釘
全
面
で
材
料
同
上
を
緊
結
し
ま
す

が
、
抜
く
と
き
は
比
較
的
簡
単
に
抜
け
、

え
て
あ
る
の
で
錆
び
に
く
い
と
い
う
特
性
を
持
っ
て
い

ま
す
。

文
化
財
の
修
理
の
際
、

こ
と
が
で
き
る
の
は
、

今
ま
で
多
く
の
職
人
さ
ん
の
作
業
を
拝
見
す
る
機
会

が
あ
り
ま
し
た
が
、

し
い
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。

す
る
に
、

き
ま
せ
ん
て
し
た
。

理
工
事
に
限
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、

で
も
江
文
は
何
白
と
い
う
単
位
で
す
。

だ
す
し
、

熟
練
と
い
う
言
葉
を
感
じ
な
い
わ
け
に
は
い

た
と
え
釘

1

本
と
は
い
え
、

て
い
る
こ
と
を
も
っ
と
広
く
知
っ
て
も
ら
い
た
い
と
も

思
い
ま
し
た
。

現
在
横
山
氏
の
エ
房
は
、
ご
家
族
で
連
営
さ
れ
、
ご

子
息
の
隆
成
氏
、

「
鉄
は
熱
い
う
ち
に
」

先
が
き
れ
い
に
細
く
な

た
た
い
て
鍛

抜
い
た
釘
を
再
び
使
う

こ
の
こ
と
に
よ
る
の
で
す
。

簡
単
そ
う
に
見
え
る
作
業
は
ど
難

横
山
氏
の
お
仕
事
を
拝
見

現
在
和
釘
の
需
要
は
文
化
財
の
修

て
い
く
こ
と
を
確
信
し
た
の
で
し
た
。

-

L

 

ー

?'" 

す
べ
て
手
打
ち

手
間
が
か
か
っ

智
明
氏
の
お
二
人
が
仕
事
を
継
ぐ
べ

く
日
々
研
鑽
さ
れ
て
い
ま
す
。
訪
問
は
鐙
い
間
で
し
た

が
、
金
具
鍛
冶
の
技
術
は
確
実
に
次
代
に
引
き
継
が
れ

（
京
都
府
教
育
庁
指
導
部
文
化
財
保
護
課

建
造
物
第
二
係
小
宮
睦
）
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鉄
を
作
る
ー
鉄
の
母
親
、
村
下
渡
部
勝
彦
の
横
顔
ー

こ
の
一
二
凰
紀
に
、
日
本
国
内
に
は
い
ま
だ
二
0
0

人
以
上
の
刀
鍛
冶
が
い
る
。
彼
鱒
は
そ
の
原
材
料
と
し

て
「
玉
鋼
」
と
よ
ば
れ
る
和
鉄
を
用
い
、
あ
の
美
し
い

く
ろ
が
ね
の
芸
術
品
を
作
り
出
す
。
そ
の
「
玉
鋼
」
を

作
る
凰
人
の
一
人
が
、
こ
こ
で
紹
介
す
る
渡
節
勝
彦
氏

で
あ
る
c

玉
銅
は
現
在
、
財
団
怯
人
日
本
美
術
刀
剣
保
存
協
会

ビ
t

と

う

け

が
、
島
根
県
横
田
町
で
運
営
す
る
「
日
刀
保
た
た
ら
」

で
冬
季
に
限
り
作
ら
れ
て
い
る

c"

こ
こ
で
は
総
計
一
―

名
が
働
い
て
お
り
、
特
に
こ
の
中
で
最
高
の
技
術
を
も

っ1

一
名
が
選
定
保
存
技
術
保
持
者
に
認
定
さ
れ
、
こ
れ

選定保存技術および
保持者のプロフィール
玉鋼は、重要無形文化財
「日本刀」製造に不可欠な
良質の鋼。玉鋼を精錬する
「たたら吹き」には、主と
してたたらの築造とその操
業方法に精通した「村下」
の存在が不可欠である。渡
部勝彦は、昭和57年以来、
日本美術刀剣保存協会のた
たら操業実地研修会の村下
代行を努め、平成14年選
定保存技術「玉鋼製造（た
たら吹き）」保持者に認定
された。

選定保存技術

「ま 1ながねせいぞヨ

玉鋼製造
（たたら吹き）

昭和52年5月11日選定

ゎtcなべかつひこ

保持者渡部勝彦
平成14年7月8日認定

を
「
村
下
」
と
よ
ん
で
い
る
。
現
今
の
村
下
は
、

す
で

に
昭
和
六
三
年
に
木
原
明
氏
が
そ
れ
に
認
定
さ
れ
、
渡

部
氏
が
二
人
目
の
認
定
者
と
な
っ
た
。
こ
と
に
渡
部
氏

は
、
平
成
七
年
ま
で
村
下
で
い
た
故
安
部
由
蔵
氏
の
娘

婿
で
も
あ
り
、

た
た
ら
の
技
術
を
ま
さ
に
正
統
に
引
き

継
ぐ
一
人
と
い
っ
て
よ
い
。
渡
部
氏
と
た
た
ら
と
の
か

か
わ
り
は
、
昭
和
五
二
年
の
日
刀
保
た
た
ら
復
興
時
に

ま
で
遡
る
。

そ
の
際
に
渡
部
氏
は
初
級
養
成
員
と
し
て

（
日
本
美
術
刀
剣
保
存
協
会
た
た
ら
諌
学
芸
員

参
加
し
、
そ
の
二
年
後
に
は
上
級
養
成
員
へ
、
そ
し
て

そ
の
わ
ず
か
三
年
後
に
は
村
下
代
行
に
就
任
す
る
。
そ

の
後
、
安
錦
村
下
と
そ
の
後
継
者
で
あ
る
木
原
村
下
の

も
と
で
着
実
に
腕
を
磨
ぎ
‘

見
し
、

黒
滝
哲
哉
）

平
成
一
四
年
七
月
に
、
村

下
で
あ
る
選
定
保
存
技
術
保
持
者
に
認
定
さ
れ
た
。

氏
の
仕
事
は
そ
の
人
柄
を
反
映
し
て
、
着
実
、
堅
実
、

実
直
と
い
う
言
葉
で
表
現
す
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
。
村

下
は
操
業
中
、
常
に
火
の
加
減
や
炉
内
で
の
鉄
の
反
応
、

ノ
ロ
と
呼
ば
れ
る
鉄
滓
の
流
出
具
合
等
を
つ
ぶ
さ
に
実

鉄
が
い
か
に
順
調
に
育
成
さ
れ
て
い
る
か
を
見

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
間
の
三
昼
夜
は
、

限
不
休
で
こ
の
仕
事
に
あ
た
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
だ

け
に
技
師
長
で
あ
る
村
下
の
責
任
は
き
わ
め
て
重
大
で

あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
て
で
き
あ
が
っ
た
鉄
の
塊

を
か
ね
へ
ん
に
母
と
書
き
「
鉗
」
と
い
う
。
渡
部
氏
の

仕
事
は
ま
さ
し
く
母
の
ご
と
く
、

そ
し
て
大
胆
に
行
わ
れ
る
。

へ
の
責
任
を
も
ち
、

村
下
の
顔
が
あ
っ
た
。

ほ
ぼ
不

き
わ
め
て
繊
細
に
、

た
た
ら
は
一
二
昼
夜
の
炎
と
の
長
い
格
闘
を
終
え
た

後
、
い
よ
い
よ
鉗
を
出
す
た
め
の
「
釜
崩
し
」
と
い
う

釜
を
崩
す
作
栗
へ
と
移
行
す
る
。

そ
の
の
ち
で
苔
た
鉗

を
引
き
出
す
「
鉗
出
し
」
を
行
い
、

た
た
ら
操
業
の
全

工
程
は
大
団
円
と
な
る
。
当
然
こ
こ
で
も
村
下
は
全
体

操
業
員
へ
の
的
確
な
指
示
を
欠
か

さ
な
い
。
鉗
は
、
奥
出
雲
の
氷
点
下
の
早
朝
に
出
さ
れ

る
。
釜
を
崩
し
、

そ
し
て
鉗
出
し
の
大
仕
事
を
終
え
、

全
身
か
ら
湯
気
が
立
っ
た
そ
の
中
に
、

充
実
し
た
渡
部
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さ
ん
か
わ
ら
ぶ
き

一
般
の
家
の
屋
根
に
葺
か
れ
て
い
る
桟
瓦
葺
と
違

い
、
寺
院
で
よ
く
使
用
さ
れ
る
葺
ぎ
方
を
本
瓦
葺
と
言

い
ま
す
。
本
瓦
葺
は
丸
瓦
と
平
瓦
を
組
み
合
わ
せ
て
葺

く
方
法
で
、
複
雑
な
形
の
屋
根
を
葺
く
こ
と
が
で
き
ま

す
。
今
回
紹
介
し
ま
す
寺
本
光
男
氏
は
京
都
の
南
部
の

深
草
瓦
町
に
所
在
す
る
瓦
屋
さ
ん
で
す
。
こ
こ
は
秀
吉

が
伏
見
城
を
築
く
に
あ
た
り
あ
ち
こ
ち
の
瓦
屋
を
集
め

た
地
域
で
す
。
京
都
の
寺
院
の
屋
根
を
修
理
す
る
と
鬼

へ
ら
か
き

瓦
等
に
箆
書
を
発
見
す
る
こ
と
が
あ
り
、
「
深
草
瓦
師

寺
本
甚
兵
衛
」
と
あ
れ
ば
そ
れ
は
寺
本
家
の
昔
の
仕
事

で
す
。重

要
文
化
財
の
建
造
物
修
理
の
と
き
は
、
屋
根
瓦
を

一
枚
ず
つ
調
べ
て
、
使
用
で
き
る
瓦
と
で
き
な
い
瓦
に

ゃ屋
ね

選定保存技術

がわらぶき ほんかわらぶき

葺（本瓦葺）
平成6年6月27日選定

てらもとみつお

保持者寺本光男
平成15年7月10日認定

選
別
し
使
用
で
き
な
い
瓦
の
枚
数
だ
け
補
足
し
、
全
部

の
瓦
を
新
し
く
す
る
こ
と
は
し
ま
せ
ん
。
本
瓦
葺
き
で

し
た
ら
約
五
0
年
ご
と
に
小
修
理
が
行
わ
れ
ま
す
の

で
、
修
理
し
た
回
数
だ
け
の
種
類
の
瓦
が
あ
り
ま
す
の

で
そ
の
中
か
ら
当
初
と
同
じ
形
の
補
足
瓦
を
制
作
し
て

も
ら
い
ま
す
。
文
様
の
あ
る
も
の
は
瓦
型
を
最
初
に
作

り
ま
す
が
、
寺
本
氏
は
瓦
贅
だ
け
で
は
な
く
鬼
瓦
や
型

も
制
作
さ
れ
ま
す
。
瓦
は
焼
物
で
す
か
ら
焼
く
と
縮
み

（
京
都
府
教
育
庁
指
導
部
文
化
財
保
護
課

建
造
物
第
一
係
奥
野
裕
樹
）

ま
す
の
で
少
し
大
き
く
作
り
ま
す
。
昔
の
鬼
瓦
も
手
作

り
で
す
か
ら
当
然
左
右
対
称
で
は
な
く
微
妙
に
ゆ
が
ん

で
い
ま
す
。
こ
れ
こ
そ
が
手
作
り
の
良
さ
で
す
が
、
ま

た
難
し
い
と
こ
ろ
で
も
あ
り
ま
す
。
見
本
の
鬼
が
で
き

る
と
、
現
場
担
当
官
と
瓦
屋
で
当
初
の
鬼
と
見
比
べ
な

が
ら
形
の
検
討
を
行
い
ま
す
。
目
の
前
で
粘
土
を
つ
け

た
り
、
へ
ら
で
削
い
な
が
ら
微
妙
な
線
の
変
更
を
行
い

な
が
ら
よ
り
良
い
形
に
ど
ん
ど
ん
手
直
し
を
行
い
ま

す
。
寺
本
氏
の
作
業
風
景
を
観
察
し
て
い
る
と
、
本
当

に
厳
し
く
、
ま
た
楽
し
そ
う
に
作
業
を
さ
れ
、
昔
の
職

人
さ
ん
を
紡
彿
さ
せ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

古
い
寺
院
の
屋
根
は
き
れ
い
な
曲
線
を
し
て
い
ま
す

が
、
雨
仕
舞
を
考
え
る
と
難
し
い
問
題
で
す
。
修
理
を

行
う
と
瓦
の
下
の
傷
み
か
ら
ど
の
部
分
が
雨
漏
り
を
し

て
い
た
か
わ
か
り
ま
す
。
同
じ
よ
う
に
葺
く
と
ま
た
同

じ
こ
と
が
起
こ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
雨
漏
り
を
防
ぐ
た

め
の
対
策
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て

も
寺
本
氏
の
経
験
に
よ
る
的
確
な
施
工
に
よ
り
問
題
の

解
決
が
で
き
ま
し
た
。

最
近
、
瓦
制
作
も
機
械
化
が
進
み
均
一
で
斑
の
な
い

瓦
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
屋
根
も
き
れ
い
な
形
に
な

り
ま
し
た
が
、
反
面
無
機
質
で
冷
た
い
形
で
す
。
氏
は

最
近
、
兵
庫
県
の
浄
土
寺
を
訪
れ
る
機
会
が
あ
り
、
本

堂
の
屋
根
を
見
る
と
瓦
の
色
も
形
も
一
枚
一
枚
違
う
が

非
常
に
や
さ
し
い
屋
根
に
見
え
、
こ
ん
な
屋
根
を
将
来

葺
い
て
み
た
い
と
思
っ
た
そ
う
で
す
。
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熊
字
は
、
「
以
筍
忍
剛
（
重
要
無
形
文
化
財
）

喜
を
作
り
出
す
粧
手
く
び
り
の
工
程
で
欠
か
す
こ
と

の
で
き
な
い
紐
状
の
製
品
で
す
。

こ
の
製
造
技
術
の
継
承
者
が
大
分
県
日
田
郡
の
矢
幡

正
門
氏
で
す
。

粗
苧
の
製
造
は
、
三
月
の
麻
の
種
蒔
き
に
始
ま
り
、

二
＼
三

m
に
成
長
し
た
麻
を
真
夏
（
七
月
末
）
の
炎
天

下
の
中
で
刈
り
取
り
ま
す
。
刈
り
取
っ
た
麻
は
、
長
さ

約
一

m
の
刀
の
よ
う
に
削
っ
た
竹
で
、
「
葉
打
ち
」
と

い
う
葉
を
落
と
す
作
業
を
行
い
ま
す
。
「
葉
打
ち
」
さ

せ
い
ろ
う

れ
た
麻
は
、
束
に
し
て
高
さ
三
•
五
m
ほ
ど
の
蒸
籠
と

の
絣

選定保存技術

あらそうせいぞう

粗苧
平成15年7月10日選定

や はたまさかど

保持者入呻正門
平成i5年7月10日認定

い
う
特
殊
な
窯
で
四
＼
五
時
間
蒸
し
ま
す
。
そ
の
熱
が

冷
め
ぬ
う
ち
に
、
一
本
一
本
根
元
か
ら
表
皮
を
は
ぎ
取

り
、
こ
の
表
皮
を
一
日
半
ほ
ど
天
日
干
し
し
て
、
粗
苧

が
で
き
上
が
り
ま
す
。

こ
れ
ら
は
す
べ
て
手
作
業
で
行
わ
れ
、
早
朝
か
ら
深

夜
に
及
ぶ
過
酷
な
も
の
で
す
が
、
収
益
率
が
低
い
こ
と

か
ら
、
製
造
技
術
者
は
減
少
の
一
途
を
た
ど
り
、
昭
和

四
0
年
代
中
ご
ろ
に
は
唯
一
製
造
し
て
い
た
当
地
で
も

（
大
分
県
教
育
庁
文
化
課
主
幹
兼
文
化
財
管
理
係
長
栗
原

人
も
い
な
く
な
っ

興）

た
そ
う
で
す
。
し
か

し
、
久
留
米
絣
技
術

保
存
会
か
ら
の
強
い

依
頼
で
、
昭
和
四
九ゃ

年
、
父
親
で
あ
る
矢

幡
右
右
見
氏
（
故
人

平
成
八
年
か
ら
平
成

―
一
年
の
間
粗
苧
選

定
技
術
保
持
者
に
認
定
さ
れ
て
い
た
）
が
正
門
氏
と
と

も
に
生
産
を
再
開
し
、
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

現
在
は
、
正
門
氏
と
妻
の
絹
子
さ
ん
。
母
親
の
ヤ
ヨ

さ
ん
の
三
人
で
製
造
を
続
け
て
い
ま
す
が
、
製
品
の
乾

燥
を
保
つ
こ
と
や
麻
が
大
麻
の
原
料
に
な
る
こ
と
か

ら
、
管
理
面
で
た
い
へ
ん
苦
労
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

正
門
氏
が
、
「
こ
れ
か
ら
は
後
継
者
の
育
成
に
も
取

り
組
み
、
需
要
が
あ
る
限
り
製
造
を
続
け
た
い
」
と
心

強
く
語
ら
れ
た
の
が
た
い
へ
ん
印
象
的
で
し
た
。
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厨
畠
〗
叫
土
璽
胴
會
な
ど
、
歴
史
上
の
人
物
も
使

す
け
ろ
く

え
ば
、
江
戸
一
番
の
美
男
子
助
六
の
よ
う
に
歌
舞
伎
が

か

っ

ら

な

ま

し

め

生
み
出
し
た
役
に
も
使
う
歌
舞
伎
の
襲
に
「
生
締
」
が

あ
る
。
し
か
し
同
じ
生
締
で
も
役
に
よ
り
急
所
に
は
っ

き
り
と
し
た
違
い
が
表
わ
れ
る
。
だ
か
ら
雲
の
種
類
は
、

歌
舞
伎
に
登
場
す
る
役
の
数
だ
け
あ
る
と
言
え
る
。
否
、

演
者
に
よ
る
違
い
も
含
め
れ
ば
数
は
さ
ら
に
増
え
る
。

「
そ
う
は
言
っ
て
も
、
霊
っ
て
何
種
類
ぐ
ら
い
あ
る

ん
で
す
か
？
」
と
質
問
を
向
け
た
完
は
鴨
治
歳
一
さ
ん
。

「
大
ざ
っ
ば
に
い
っ
て
、
五
0

0
ぐ
ら
い
は
あ
る
で
し

ょ
う
ね
」
と
。
鴨
治
さ
ん
は
、
こ
の
よ
う
な
微
妙
で
繊

細
な
襲
の
床
山
に
な
っ
て
、
す
で
に
五
0
年
。
今
は
床

た
ち
ゃ
＜

山
の
ト
ッ
プ
に
あ
っ
て
全
体
を
統
括
し
、
立
役
（
男
性

か ぷ き

選定保存技術

とこやま

平成15年7月10日選定

かも

保持者鴨
平成15年7月10日認定

じ としかず

舞
踊
の
髪
を
扱
う
東
京
鴨
治

の
役
）
主
体
に
歌
舞
伎
、

床
山
闘
の
会
長
で
あ
る
。

と

ら

お

璽
贔
鴨
治
床
山
闘
の
創
設
者
鴨
治
虎
尾
さ
ん
は
、
大

い

ち

む

ら

う

さ

え

も

ん

正
。
昭
和
の
名
優
一
五
代
目
市
村
羽
左
衛
門
な
ど
の
床

り
さ
ぷ
ろ
う

山
、
堀
趣
利
三
郎
の
も
と
で
修
業
し
、
二
五
歳
で
床
山

の
指
導
的
立
場
に
つ
き
、
後
に
会
社
を
設
立
し
て
社
長

と
な
っ
た
。
歳
一
さ
ん
は
そ
の
四
男
。
一
五
歳
で
父
虎

尾
さ
ん
に
師
事
し
、
父
と
同
じ
道
を
歩
み
始
め
た
。

床
山
の
仕
事
は
、
役
者
ご
と
に
担
当
が
決
ま
っ
て
い

る
。
役
者
が
次
々
と
役
を
経
験
す
る
の
と
同
じ
で
、
床

山
も
大
部
屋
役
者
の
、
捕
手
、
花
四
天
な
ど
か
ら
仕
事

を
始
め
、
だ
ん
だ
ん
役
の
覧
を
任
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

ざ
が
し
ら

鴨
治
さ
ん
は
、
二
0
歳
前
に
、
花
形
歌
舞
伎
の
座
頭
だ

も

り

た

か

ん

や

っ
た
一
四
代
目
守
田
勘
弥
付
き
と
な
り
、
昭
和
三
七
年

四
月
の
襲
名
か
ら
一
一
代
目
市
川
圏
十
郎
を
担
当
。

圏
十
郎
没
後
、
先
輩
か
ら
受
け
継
い
で
、
中
村
雀
右

え

も

ん

お

ん

な

が

た

衛
門
の
担
当
と
な
り
、
女
方
の
髪
に
も
挑
む
こ
と
に

な
っ
た
。

金
森
和
子
）

あ
わ
せ
て
担
当
し
て
き
た
当
代
の
市
川
圏
十
郎
、
坂

東
三
津
五
郎
な
ど
は
後
進
に
引
き
継
い
だ
が
、
『
金
閤

寺
』
の
雪
姫
な
ど
大
役
を
今
な
お
こ
な
す
雀
右
衛
門
の

霊
は
、
現
在
も
担
当
す
る
。
雀
右
衛
門
が
、
鴨
治
さ
ん

を
手
放
さ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
霊
は
役
者
の
体
の
一
部

と
な
る
。
だ
か
ら
な
じ
ん
だ
人
、
気
心
の
知
れ
た
人
が

結
う
襲
が
一
番
。
こ
の
信
頼
関
係
が
、
い
い
舞
台
、
い

い
演
技
の
原
動
力
と
な
っ
て
い
る
の
だ
と
息
う
。

「
役
者
の
役
に
対
す
る
気
持
と
一
緒
に
な
っ
て
仕
事

を
す
る
」
こ
れ
が
鴨
治
さ
ん
の
モ
ッ
ト
ー
。
髪
も
役
に

扮
し
て
い
る
の
で
、
性
根
の
表
し
方
が
大
事
で
あ
る
。

代
々
の
役
者
や
床
山
の
先
人
が
演
技
に
合
う
よ
う
エ

夫
を
凝
ら
し
洵
汰
し
て
ぎ
た
も
の
を
大
切
に
受
け
継

ぎ
、
現
代
の
自
分
た
ち
の
エ
夫
を
加
え
て
、
次
の
代
に

き
っ
ち
り
伝
え
る
の
が
使
命
。
床
山
と
い
う
伝
統
技
術

に
携
わ
る
者
と
し
て
は
、
三
代
に
わ
た
っ
て
責
任
を
も

た
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
鴨
治
さ
ん
は
考
え
て
い
る
。

（
歌
舞
伎
研
究
家
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西
陣
織
が
応
仁
の
乱
後
に
発
達
し
、
江
戸
時
代
中
。

後
期
に
そ
の
隆
盛
を
迎
え
る
と
、
技
術
改
良
が
進
ん
だ

多
く
の
手
檬
が
そ
の
足
元
を
支
え
ま
し
た
。
し
か
し
、

明
治
以
降
の
機
械
化
、
そ
の
後
の
西
陣
織
の
減
産
に
よ

り
手
様
製
作
最
も
減
少
し
、
両
陣
で
手
機
製
作
を
行
っ

て
い
る
店
は
、
西
村
種
一
氏
の
「
姫
小
機
に
し
む
ら
」

の

み

に

な

っ

て

い

ま

す

。

・

西
村
柾
一
氏
は
、
附
和
二
七
年
か
ら
、
祖
父
徳
次
郎

氏
、
父
季
夫
氏
の
も
と
で
手
機
製
作
技
術
の
習
得
に
励

ま
れ
ま
し
た
。
木
材
を
主
要
な
原
材
料
と
す
る
手
機
製

作
に
は
、
松
・
桜
・
樺
・
情
な
ど
多
種
の
針
葉
樹
や
広

策
樹
が
用
い
ら
れ
、
各
種
木
材
の
硬
軟
等
の
特
性
を
活

か
す
知
識
・
加
工
技
術
が
必
要
と
さ
れ
ま
す
。
木
材
の

乾
燥
も
重
要
で
、
西
村
さ
ん
は
、
作
業
所
と
は
別
の
倉

庫
で
充
分
乾
燥
を
さ
せ
る
た
め
、
製
品
に
狂
い
が
生
じ

た
と
い
っ
た
こ
と
は
間
か
な
い
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

手
機
は
、
織
物
の
種
類
に
応
じ
て
設
計
、
製
作
さ
れ
る

選定保存技術および
保持者のプロフィール

手機製作は，手織用の木
製の機（織機）を製作する
技術。使用目的等に応じて
機を設計し，各種の木材を
製材・整形して組み立てて
仕上げる。製作には，木材
と織物の製作技術に関する
深い知識か必要とされる。
西村種ー氏は京都に生ま
れ，祖父・徳治郎氏及び
。季夫氏に師事して手檻

製作技術を学び，さまざま
な需要に応じた手機の製作
を手がけている。

て

選定保存技術

ば た せ い さ ， ，

咋平成15年7月10日選定

にしむらたねいち

保持者西村種一
平成 15年7月iO日認定

た
め
、
機
の
構
造
。
槻
能
は
も
と
よ
り
、
織
物
製
作
技

術
等
広
い
知
識
と
経
験
を
必
要
と
し
ま
す
。

御
子
息
知
之
さ
ん
の
協
力
も
得
て
、
金
属
加
工
や
機
械
、

電
子
技
術
等
に
も
対
応
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、

地
元
西
陣
で
使
用
さ
れ
る
綴
機
や
ジ
ャ
ガ
ー

ド
機
な
ど
の
手
機
製
作
に
加
え
て
、
修
理
°
復
元
な
ど

も
多
数
手
が
け
ら
れ
ま
し
た
。
例
え
ば
、

機
と
し
て
空
引
機
を
復
元

紋
織
物
製
作

（
昭
和
六
一
年
、

さ
ら
に
、

山
口
能
装

（
京
都
府
教
育
庁
指
導
部
文
化
財
保
護
課
主
任

束
研
究
所
）
や
、
旧
四
0
0
ジ
ャ
ガ
ー
ド
機
ほ
か
を
復

元
（
平
成
一
四
年
、
福
井
県
立
博
物
館
）
の
ほ
か
、
昭

和
六
二
年
に
は
障
害
者
向
け
特
殊
手
織
機
を
製
作
し
宝

塚
市
ほ
か
に
納
め
る
な
ど
、
各
地
の
研
究
・
教
育
機
関

等
と
協
力
し
て
文
化
財
保
存
修
理
に
も
貢
献
さ
れ
て
い

ま
す
。機

織
り
作
業
は
個
々
の
織
り
手
が
、
機
に
向
か
っ
て

長
時
間
の
作
業
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
す
。
酉
村
さ
ん
は

使
用
者
の
視
点
を
大
事
に
し
て
、
木
目
模
様
や
節
の
向

き
な
ど
各
郭
材
の
仕
上
が
り
に
こ
だ
わ
り
、
細
心
の
配

慮
を
心
が
け
て
お
ら
れ
ま
す
。
西
村
さ
ん
は
技
術
の
習

得
も
細
心
の
配
慮
も
、
日
常
生
活
の
中
で
口
伝
と
作
叢

の
見
覚
え
に
よ
り
、
自
然
と
身
に
つ
い
た
も
の
と
お
っ

し
ゃ
い
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
手
機
製
作
の
技
術
は
教
え

よ
う
と
思
っ
て
で
き
る
こ
と
で
は
な
く
、
後
継
者
に
伝

え
て
い
く
に
は
、
や
る
気
の
あ
ふ
れ
た
十
代
の
若
者
に
、

と
も
に
作
業
を
し
な
が
ら
経
験
を
積
み
重
ね
て
も
ら
い

た
い
と
考
え
て
お
ら
れ
ま
す
。

有
井
広
幸
）
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