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生
き
る
庭
。

時
を

撮
影
場
所
／

並
河
靖
之
七
宝
記
念
館 

庭
園

家
に
帰
る
と
、い
つ
も
の
庭
が
あ
る
。

普
段
は
気
に
も
留
め
な
い
石
や
樹
が
何
か
を
語
り
か
け
て
き
て
、

そ
れ
で
癒
さ
れ
た
り
心
が
定
ま
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。

人
は
庭
を
見
る
、だ
け
で
は
な
い
。庭
も
ま
た
、人
を
見
て
い
る
。

そ
の
繰
り
返
し
に「
時
」を
積
み
重
ね
る
、「
植
治
」の
庭…

。

Special Feature
Traditional arts and crafts

1973年生まれ。家業に従事しつつ、
立命館大学法学部を卒業後、「植治」の作庭に専念。
新たな作庭に加え、歴代が手がけた庭園の修景・維持に
取り組む。立命館大学評議員。京都精華大学評議員。
１級造園施工管理技士。2015年、「御庭植治株式会社」を設立。

次期十二代

小川 勝章 氏

御庭植治

　
剪
定
鋏
の
音
が
、
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
響
く
。
鬱
蒼
と
茂
っ
た
庭
の
木
々
が

瞬
く
間
に
刈
り
込
ま
れ
て
、
奥
ま
で
見
通
せ
る
空
間
が
生
ま
れ
る
。
緑

の
密
度
に
圧
倒
さ
れ
て
い
た
視
線
が
自
由
を
得
て
、
少
し
呼
吸
が
深
く

な
っ
た
よ
う
だ
。
高
く
茂
っ
た
松
の
枝
に
も
絶
妙
な
バラ
ン
ス
の
隙
間
が
で

き
、
そ
こ
か
ら
晴
れ
渡
っ
た
空
が
見
え
る
。
視
線
を
落
と
す
と
、
そ
の

空
が
池
の
水
面
に
映
っ
て
い
る
。
鯉
が
泳
い
で
い
る
の
は
、
池
に
配
さ
れ

た
石
の
間
か
、
流
れ
る
雲
の
間
か…

。

　
御
庭
植
治
株
式
会
社
の
小
川
勝
章
さ
ん
と
彼
が
率
い
る
庭
師
集
団

の
仕
事
は
素
早
い
。
黙
々
と
、
ほ
と
ん
ど
脇
目
も
ふ
ら
ず
に
鋏
を
動
か

し
て
い
く
。
も
ち
ろ
ん
、
一
つ
の
枝
を
落
と
し
て
は
離
れ
て
み
て
構
図
を

確
か
め
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
や
っ
て
い
て
は
、
何
ヵ
月
か
か
っ
て
も

作
業
は
終
わ
ら
な
い
だ
ろ
う
。し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、こ
の
迷
い
の
な
さ
。

頭
の
中
に
完
璧
な
設
計
図
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
神
速
で
形
に
し
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

　「
い
や
、
設
計
図
通
り
に
行
か
な
い
の
が
人
生
で
す
か
ら
。
人
間
の
側

に
、
お
庭
を
こ
う
見
た
い
、
見
せ
た
い
、
と
い
う
思
い
が
あ
る
よ
う
に
、

お
庭
の
側
に
も
、
こ
う
見
て
く
れ
た
ら
嬉
し
い
、
と
い
う
意
思
が
あ
る
。

私
た
ち
は
、
で
き
る
だ
け
そ
れ
を
く
み
取
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
」

と
、
小
川
さ
ん
は
笑
う
。
　
　

　
庭
は
生
き
て
い
る
、
と
い
う
言
い
方
が
あ
る
。
普
通
は
植
物
の
生
長

や
季
節
の
変
化
を
擬
人
化
し
て
言
う
の
だ
ろ
う
が
、
小
川
さ
ん
は
も
っ

と
直
截
に
、
庭
に
生
命
そ
の
も
の
を
感
じ
取
って
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
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ぎをん梅の井 無鄰菴

実相院門跡（秋） 実相院門跡（春）

上：庭の節目節目にはネクタイを締めて
挨拶する。十一代目の教えだという。
下：小川さんの著書。庭に成り代わって、
庭の魅力を語る。

暖簾に染め抜かれた「植治」
のロゴ。明朝体の細い横線を
消している。無いのに、有るよう
に読める、省略の美学。

右：池の水は、明治23年に竣工した
琵琶湖疏水から導水された。その後、
七代目小川治兵衞が岡崎界隈で作
庭した庭にも、同様の工夫が見られる。
左：庭の要の役割を担う赤松。七代目
が植えた頃は、まだ細い幹の小さな
樹だったはずだ。

並河靖之七宝記念館外観。板塀の上から覗く黒松が庭園の気配を伝えている。

庭
が
紡
い
で
い
く
長
い
物
語
。

作
庭
家
は
、そ
の
序
章
に
心
を
込
め
る
。

「
お
隣
の
植
治
さ
ん
」「
お
隣
の
並
河
さ
ん
」

明
治
の
波
濤
を
生
き
抜
い
た
伝
統
と
革
新
。

げ
な
が
ら
感
得
さ
れ
る
。木
々
の
枝
振
り
、石
の
配

置
、水
の
流
れ…

。庭
の
景
色
と
、直
接
に
は
視

線
の
届
か
な
い〝
気
配
〞の
よ
う
な
も
の
に
、主
が

何
を
求
め
、何
を
受
け
取
っ
て
き
た
か
。そ
の
思
い

は
ど
う
受
け
継
が
れ
て
き
た
か
。そ
の
時
間
の
堆

積
さ
え
も
が
、若
い
頃
か
ら
庭
に
向
き
あ
い
、感
性

を
磨
き
続
け
て
き
た
小
川
さ
ん
に
は
響
い
て
く
る

の
だ
ろ
う
。

　「
お
庭
は
、そ
れ
単
体
で
成
り
立
っ
て
い
る
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。私
邸
な
ら
そ
の
人
や
ご
家

族
の
生
き
様
、公
園
や
神
社
仏
閣
の
お
庭
な

ら
、そ
の
地
域
の
カ
ラ
ー
や
、土
地
の
歴
史…

。

人
と
の
関
わ
り
の
中
で
、お
庭
は
生
き
て
い
る
の

で
す
」

　
小
川
さ
ん
は
作
庭
を
庭
師
だ
け
で
完
結
し
た

　
高
校
生
に
な
る
と
、父
・
十
一
代
小
川
治
兵

衞
さ
ん
に
師
事
し
て
庭
園
掃
除
の
ア
ル
バ
イ
ト
を

務
め
、大
学
を
卒
業
す
る
と
本
格
的
に「
植
治
」

の
作
庭
に
専
念
す
る
よ
う
に
な
る
。

　「
で
も
、お
庭
の
仕
事
を
す
る
と
い
う
こ
と
、い
つ

か
は
小
川
治
兵
衞
の
名
を
継
ぐ
と
い
う
こ
と
が
腹

に
落
ち
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。何

か
が
わ
か
り
か
け
て
き
た
の
は
、本
当
に
最
近
の
こ

と
。先
人
が
、お
庭
を
通
し
て
教
え
て
く
れ
て
い
る

の
で
す
」

　
庭
は
、言
葉
を
話
さ
な
い
。七
代
目
も
、幾
世

代
も
隔
て
た
子
孫
が
自
分
の
作
庭
を
ど
う
見
る

か
と
い
う
こ
と
ま
で
考
え
て
仕
事
を
し
て
い
た
わ

け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。だ
が
、虚
心
に
そ
の
場
に
立

て
ば
、庭
と
そ
れ
を
見
る
人
の〝
関
係
〞が
お
ぼ
ろ

く
な
い
の
だ
と
い
う
。木
の
根
元
に
スコッ
プ
ひ
と
つ

分
の
土
を
入
れ
る
だ
け
で
も
い
い
か
ら
、そ
の
家
の

人
に
関
わ
っ
て
も
ら
い
た
い
の
だ
、と
。そ
こ
か
ら
、

物
語
が
始
ま
る
。庭
は
、長
い
時
間
を
生
き
て
い

く
。時
に
は
、主
が
代
替
わ
り
し
て
も
、物
語
は
続

い
て
い
く
。作
庭
家
は
、そ
の
シ
ナ
リ
オ
を
最
後
ま

で
書
き
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
。だ
か
ら
こ
そ
、人

を
知
り
、そ
の
思
い
を
知
っ
て
、庭
造
り
に
心
を
込

め
る
。こ
の
場
所
に
、良
い
思
い
出
が
積
み
重
な
っ

て
い
き
ま
す
よ
う
に
。持
て
る
技
量
の
す
べ
て
を
傾

け
て
な
お
届
か
な
い
未
来
の
時
間
へ
の
、そ
れ
は

〝
祈
り
〞の
よ
う
な
も
の
だ
。

　
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
て
い
て
、気
づ
い
た
こ
と
が
あ

る
。小
川
さ
ん
は「
お
庭
」と
言
う
。必
ず「
お
」を

付
け
る
。庭
を
擬
人
化
し
て
い
る
、と
い
う
だ
け
で

は
な
い
。近
代
日
本
庭
園
の
可
能
性
を
切
り
拓
い

て
き
た「
植
治
」歴
代
、そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
施
主

や
、庭
を
見
て
、そ
こ
に
遊
ん
で
き
た
人
々
の
思
い
、

そ
し
て
、そ
の
す
べ
て
を
支
え
る
自
然
の
豊
か
さ

…

。庭
と
、そ
れ
に
ま
つ
わ
る
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も

の
へ
の
敬
意
が「
お
」の
一
文
字
に
込
め
ら
れ
て
い

る
。「
植
治
」の
庭
の
神
髄
を
、そ
こ
に
見
た
よ
う

な
気
が
し
た
。

山
荘
）、古
川
虎
之
助
邸（
現:

東
京
都
旧
古
河

庭
園
）、平
安
神
宮
神
苑
、円
山
公
園
な
ど
を
は

じ
め
と
し
て
、綺
羅
星
の
如
く
で
あ
る
。だ
が
、並

河
の
依
頼
を
受
け
た
明
治
二
十
年
代
半
ば
、七

代
目
は
ま
だ
駆
け
出
し
だ
っ
た
。並
河
邸
の
作
庭

は
、そ
の
後
、怒
濤
の
勢
い
で
生
み
出
さ
れ
る「
植

治
の
庭
」の
嚆
矢
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
施
主
の
並
河
自
身
も
七
宝
家
と
し
て
起
業
し

て
確
か
な
手
ご
た
え
を
得
つ
つ
あ
る
時
期
だ
っ
た
。

明
治
中
期
、殖
産
興
業
・
富
国
強
兵
の
掛
け
声

の
も
と
で
、社
会
全
体
が
浮
き
足
立
っ
て
近
代
化

を
急
い
で
い
た
。七
宝
と
造
園
、ジ
ャ
ンル
は
違
え
ど

も
伝
統
的
な
技
術
と
理
念
を
身
に
深
く
染
み
込

ま
せ
た
二
人
は
、そ
の
精
彩
を
新
し
い
時
代
に
生

　
小
川
さ
ん
が
修
景
を
手
が
け
て
い
る
の
は「
並

河
靖
之
七
宝
記
念
館
」の
庭
園
だ
。並
河
靖
之

は
明
治
・
大
正
期
に
活
躍
し
た
七
宝
家
で
、記

念
館
は
も
と
も
と
並
河
の
私
邸
兼
工
房
・
店
舗

と
し
て
建
築
さ
れ
た
。造
園
業
を
営
む「
植
治
」

小
川
治
兵
衞
と
は
隣
同
士
で
、並
河
は
若
く

し
て
植
木
屋
の
親
方
を
継
い
だ
七
代
目
小
川
治

兵
衞「
お
隣
の
植
治
さ
ん
」に
、作
庭
を
依
頼
し

た
の
だ
。

　「
植
治
」の
創
業
は
江
戸
期
宝
暦（
一
七
五
一

〜
一
七
六
三
）年
間
に
遡
る
。七
代
目
は
中
興
の

祖
で
あ
り
、そ
の
作
庭
は
、国
の
名
勝
に
指
定
さ

れ
て
い
る
山
縣
有
朋
別
荘（
無
鄰
菴
）、西
園
寺

公
望
別
邸（
清
風
荘
）、市
田
弥
一
郎
邸（
對
龍

か
し
て
い
く
た
め
に
闘
っ
た
。並
河
邸
の
庭
は
、そ

の
共
闘
の
跡
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
小
川
さ
ん
は
、幼
少
期
を「
植
治
」歴
代
、と

り
わ
け
七
代
目
が
手
が
け
た
庭
園
で
過
ご
し
た
。

家
業
と
は
言
え
、な
ん
と
も
贅
沢
な
子
ど
も
時

代
だ
。

　「
小
学
生
の
時
、作
文
で『
警
察
官
に
な
る
か
、

ケ
ー
キ
屋
さ
ん
に
な
る
か
、家
の
仕
事
を
継
ぐ
』と

書
い
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。子
ど
も
の
こ
と
で

す
か
ら
、お
庭
の
価
値
と
か
意
味
と
か
、わ
か
る
わ

け
が
あ
り
ま
せ
ん
。な
ん
と
な
く
周
り
の
大
人
た

ち
の
期
待
に
応
え
な
け
れ
ば
、と
思
っ
て
い
た
ん
で

す
ね
」
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ぎをん梅の井 無鄰菴

実相院門跡（秋） 実相院門跡（春）

上：庭の節目節目にはネクタイを締めて
挨拶する。十一代目の教えだという。
下：小川さんの著書。庭に成り代わって、
庭の魅力を語る。

暖簾に染め抜かれた「植治」
のロゴ。明朝体の細い横線を
消している。無いのに、有るよう
に読める、省略の美学。

右：池の水は、明治23年に竣工した
琵琶湖疏水から導水された。その後、
七代目小川治兵衞が岡崎界隈で作
庭した庭にも、同様の工夫が見られる。
左：庭の要の役割を担う赤松。七代目
が植えた頃は、まだ細い幹の小さな
樹だったはずだ。

並河靖之七宝記念館外観。板塀の上から覗く黒松が庭園の気配を伝えている。

庭
が
紡
い
で
い
く
長
い
物
語
。

作
庭
家
は
、そ
の
序
章
に
心
を
込
め
る
。

「
お
隣
の
植
治
さ
ん
」「
お
隣
の
並
河
さ
ん
」

明
治
の
波
濤
を
生
き
抜
い
た
伝
統
と
革
新
。

げ
な
が
ら
感
得
さ
れ
る
。木
々
の
枝
振
り
、石
の
配

置
、水
の
流
れ…

。庭
の
景
色
と
、直
接
に
は
視

線
の
届
か
な
い〝
気
配
〞の
よ
う
な
も
の
に
、主
が

何
を
求
め
、何
を
受
け
取
っ
て
き
た
か
。そ
の
思
い

は
ど
う
受
け
継
が
れ
て
き
た
か
。そ
の
時
間
の
堆

積
さ
え
も
が
、若
い
頃
か
ら
庭
に
向
き
あ
い
、感
性

を
磨
き
続
け
て
き
た
小
川
さ
ん
に
は
響
い
て
く
る

の
だ
ろ
う
。

　「
お
庭
は
、そ
れ
単
体
で
成
り
立
っ
て
い
る
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。私
邸
な
ら
そ
の
人
や
ご
家

族
の
生
き
様
、公
園
や
神
社
仏
閣
の
お
庭
な

ら
、そ
の
地
域
の
カ
ラ
ー
や
、土
地
の
歴
史…

。

人
と
の
関
わ
り
の
中
で
、お
庭
は
生
き
て
い
る
の

で
す
」

　
小
川
さ
ん
は
作
庭
を
庭
師
だ
け
で
完
結
し
た

　
高
校
生
に
な
る
と
、父
・
十
一
代
小
川
治
兵

衞
さ
ん
に
師
事
し
て
庭
園
掃
除
の
ア
ル
バ
イ
ト
を

務
め
、大
学
を
卒
業
す
る
と
本
格
的
に「
植
治
」

の
作
庭
に
専
念
す
る
よ
う
に
な
る
。

　「
で
も
、お
庭
の
仕
事
を
す
る
と
い
う
こ
と
、い
つ

か
は
小
川
治
兵
衞
の
名
を
継
ぐ
と
い
う
こ
と
が
腹

に
落
ち
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。何

か
が
わ
か
り
か
け
て
き
た
の
は
、本
当
に
最
近
の
こ

と
。先
人
が
、お
庭
を
通
し
て
教
え
て
く
れ
て
い
る

の
で
す
」

　
庭
は
、言
葉
を
話
さ
な
い
。七
代
目
も
、幾
世

代
も
隔
て
た
子
孫
が
自
分
の
作
庭
を
ど
う
見
る

か
と
い
う
こ
と
ま
で
考
え
て
仕
事
を
し
て
い
た
わ

け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。だ
が
、虚
心
に
そ
の
場
に
立

て
ば
、庭
と
そ
れ
を
見
る
人
の〝
関
係
〞が
お
ぼ
ろ

く
な
い
の
だ
と
い
う
。木
の
根
元
に
スコッ
プ
ひ
と
つ

分
の
土
を
入
れ
る
だ
け
で
も
い
い
か
ら
、そ
の
家
の

人
に
関
わ
っ
て
も
ら
い
た
い
の
だ
、と
。そ
こ
か
ら
、

物
語
が
始
ま
る
。庭
は
、長
い
時
間
を
生
き
て
い

く
。時
に
は
、主
が
代
替
わ
り
し
て
も
、物
語
は
続

い
て
い
く
。作
庭
家
は
、そ
の
シ
ナ
リ
オ
を
最
後
ま

で
書
き
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
。だ
か
ら
こ
そ
、人

を
知
り
、そ
の
思
い
を
知
っ
て
、庭
造
り
に
心
を
込

め
る
。こ
の
場
所
に
、良
い
思
い
出
が
積
み
重
な
っ

て
い
き
ま
す
よ
う
に
。持
て
る
技
量
の
す
べ
て
を
傾

け
て
な
お
届
か
な
い
未
来
の
時
間
へ
の
、そ
れ
は

〝
祈
り
〞の
よ
う
な
も
の
だ
。

　
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
て
い
て
、気
づ
い
た
こ
と
が
あ

る
。小
川
さ
ん
は「
お
庭
」と
言
う
。必
ず「
お
」を

付
け
る
。庭
を
擬
人
化
し
て
い
る
、と
い
う
だ
け
で

は
な
い
。近
代
日
本
庭
園
の
可
能
性
を
切
り
拓
い

て
き
た「
植
治
」歴
代
、そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
施
主

や
、庭
を
見
て
、そ
こ
に
遊
ん
で
き
た
人
々
の
思
い
、

そ
し
て
、そ
の
す
べ
て
を
支
え
る
自
然
の
豊
か
さ

…

。庭
と
、そ
れ
に
ま
つ
わ
る
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も

の
へ
の
敬
意
が「
お
」の
一
文
字
に
込
め
ら
れ
て
い

る
。「
植
治
」の
庭
の
神
髄
を
、そ
こ
に
見
た
よ
う

な
気
が
し
た
。

山
荘
）、古
川
虎
之
助
邸（
現:

東
京
都
旧
古
河

庭
園
）、平
安
神
宮
神
苑
、円
山
公
園
な
ど
を
は

じ
め
と
し
て
、綺
羅
星
の
如
く
で
あ
る
。だ
が
、並

河
の
依
頼
を
受
け
た
明
治
二
十
年
代
半
ば
、七

代
目
は
ま
だ
駆
け
出
し
だ
っ
た
。並
河
邸
の
作
庭

は
、そ
の
後
、怒
濤
の
勢
い
で
生
み
出
さ
れ
る「
植

治
の
庭
」の
嚆
矢
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
施
主
の
並
河
自
身
も
七
宝
家
と
し
て
起
業
し

て
確
か
な
手
ご
た
え
を
得
つ
つ
あ
る
時
期
だ
っ
た
。

明
治
中
期
、殖
産
興
業
・
富
国
強
兵
の
掛
け
声

の
も
と
で
、社
会
全
体
が
浮
き
足
立
っ
て
近
代
化

を
急
い
で
い
た
。七
宝
と
造
園
、ジ
ャ
ンル
は
違
え
ど

も
伝
統
的
な
技
術
と
理
念
を
身
に
深
く
染
み
込

ま
せ
た
二
人
は
、そ
の
精
彩
を
新
し
い
時
代
に
生

　
小
川
さ
ん
が
修
景
を
手
が
け
て
い
る
の
は「
並

河
靖
之
七
宝
記
念
館
」の
庭
園
だ
。並
河
靖
之

は
明
治
・
大
正
期
に
活
躍
し
た
七
宝
家
で
、記

念
館
は
も
と
も
と
並
河
の
私
邸
兼
工
房
・
店
舗

と
し
て
建
築
さ
れ
た
。造
園
業
を
営
む「
植
治
」

小
川
治
兵
衞
と
は
隣
同
士
で
、並
河
は
若
く

し
て
植
木
屋
の
親
方
を
継
い
だ
七
代
目
小
川
治

兵
衞「
お
隣
の
植
治
さ
ん
」に
、作
庭
を
依
頼
し

た
の
だ
。

　「
植
治
」の
創
業
は
江
戸
期
宝
暦（
一
七
五
一

〜
一
七
六
三
）年
間
に
遡
る
。七
代
目
は
中
興
の

祖
で
あ
り
、そ
の
作
庭
は
、国
の
名
勝
に
指
定
さ

れ
て
い
る
山
縣
有
朋
別
荘（
無
鄰
菴
）、西
園
寺

公
望
別
邸（
清
風
荘
）、市
田
弥
一
郎
邸（
對
龍

か
し
て
い
く
た
め
に
闘
っ
た
。並
河
邸
の
庭
は
、そ

の
共
闘
の
跡
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
小
川
さ
ん
は
、幼
少
期
を「
植
治
」歴
代
、と

り
わ
け
七
代
目
が
手
が
け
た
庭
園
で
過
ご
し
た
。

家
業
と
は
言
え
、な
ん
と
も
贅
沢
な
子
ど
も
時

代
だ
。

　「
小
学
生
の
時
、作
文
で『
警
察
官
に
な
る
か
、

ケ
ー
キ
屋
さ
ん
に
な
る
か
、家
の
仕
事
を
継
ぐ
』と

書
い
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。子
ど
も
の
こ
と
で

す
か
ら
、お
庭
の
価
値
と
か
意
味
と
か
、わ
か
る
わ

け
が
あ
り
ま
せ
ん
。な
ん
と
な
く
周
り
の
大
人
た

ち
の
期
待
に
応
え
な
け
れ
ば
、と
思
っ
て
い
た
ん
で

す
ね
」
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経
営
者

列
伝

a
v i s ionar y
leader
Vo l .8

た
く
さ
ん
の
人
々
が
い
て
、
良
い
神
社
や
大
学
も
あ

る
。
そ
れ
ま
で
見
え
て
い
な
か
っ
た
良
さ
に
気
付
く

に
つ
れ
て
、「
こ
の
場
所
を
も
っ
と
良
く
し
た
い
」
と

い
う
思
い
が
強
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
こ
う
し
た

経
緯
も
あ
り
、
2
0
1
5
年
、
本
社
工
場
を
伏
見

深
草
に
新
築
、「
菓
寮 

伊
藤
軒
」
を
オ
ー
プ
ン
し

ま
し
た
。

　
新
本
社
の
建
設
計
画
を
進
め
て
い
た
時
、
社
長

だ
っ
た
父
は
長
患
い
で
ほ
と
ん
ど
会
社
に
来
ら
れ
な

い
状
態
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
専
務
だ
っ
た
私
は

父
に
代
わ
り
、
会
社
の
経
営
状
況
を
鑑
み
な
が
ら

手
続
き
を
進
め
て
い
ま
し
た
。
協
議
が
長
引
い
た

こ
と
も
あ
り
、
当
初
の
計
画
か
ら
1
年
近
く
遅
れ

て
よ
う
や
く
着
工
し
た
そ
の
日
、
父
は
亡
く
な
り

ま
し
た
。
何
と
も
不
可
思
議
な
話
で
す
が
、
今
思

う
と
、
そ
う
い
う
巡
り
合
わ
せ
だ
っ
た
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

　
そ
ん
な
思
い
出
深
い
新
本
社
工
場
に
対
し
て
、

私
に
は
「
気
軽
に
お
茶
で
き
て
、
毎
日
来
て
も
ら

え
る
よ
う
な
場
所
に
し
た
い
」
と
い
う
思
い
が
あ
り

ま
し
た
。
そ
こ
で
、
前
職
で
飲
食
店
を
経
営
し
て

い
た
と
い
う
社
員
に
声
を
か
け
て
み
る
こ
と
に
し
ま

瓢
箪
か
ら
出
た
駒
は

人
気
の
秘
訣

し
た
。
提
供
す
る
料
理
を
お
願
い
し
た
と
こ
ろ
、

出
し
て
き
た
の
は
串
カ
ツ
（
笑
）。
彼
は
元
・
串
カ

ツ
屋
だ
っ
た
ん
で
す
。
さ
す
が
に
こ
れ
は
イ
メ
ー
ジ

と
違
う
と
い
う
こ
と
で
改
め
て
話
し
合
っ
た
結
果
、

行
き
着
い
た
の
が
、
肉
と
魚
を
使
わ
な
い
と
い
う
制

約
を
設
け
る
こ
と
。
そ
こ
か
ら
「
野
菜
」
と
い
う

ブ
ラ
ン
ド
イ
メ
ー
ジ
が
で
き
て
い
き
ま
し
た
。
元
・

串
カ
ツ
屋
の
彼
は
、
野
菜
ソ
ム
リ
エ
の
資
格
を
取
得

し
、
現
在
も
メ
ニュー
を
考
案
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。

　「
流
行
ら
な
け
れ
ば
社
員
食
堂
に
し
よ
う
」
と

考
え
て
い
た
の
で
す
が
、
オ
ー
プ
ン
当
初
か
ら
「
ラ

ン
チ
の
お
い
し
い
和
菓
子
屋
さ
ん
」
と
親
し
ま
れ
、

最
近
で
は
パ
フ
ェ
も
人
気
を
博
し
て
い
ま
す
。

　
20
年
ほ
ど
前
か
ら
、
デ
ザ
イ
ン
会
社
と
協
力
し

て
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
一
新
す
る
と
と
も
に
、
商
品
開

発
を
推
進
し
て
き
ま
し
た
。
お
菓
子
に
限
ら
ず
、

食
品
業
界
は
「
千
三
つ
」
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

新
し
い
商
品
を
1
0
0
0
品
目
出
し
て
も
、
ヒ
ッ

ト
す
る
の
は
3
品
目
程
度
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
当
時
、
商
品
開
発
に
携
わ
っ
て
い
た
私
は
、
取

り
扱
う
商
品
数
を
絞
り
込
み
、
開
発
ス
ピ
ー
ド
を

上
げ
ま
し
た
。
そ
ん
な
中
、〝
当
た
っ
た
〞お
菓
子
の

一
つ
が
「
遊
び
菓
」
で
す
。
入
っ
て
い
る
の
は
か
り

ん
と
う
や
金
平
糖
な
ど
、
昔
な
が
ら
の
お
菓
子
ば

か
り
で
す
が
、
少
し
ず
つ
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
食
べ

ら
れ
る
。
そ
ん
な
目
新
し
さ
が
ヒ
ッ
ト
に
つ
な
が
っ

た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
こ
う
い
っ
た
新
し
い
方
向
性
に
対
し
て
、「
こ
れ
は

和
菓
子
な
の
？
」
と
疑
問
に
思
わ
れ
る
方
も
い
ま

す
。
で
す
が
、
和
菓
子
の
「
和
」
に
は
「
足
す
」

と
い
う
意
味
も
あ
る
。
伝
統
を
守
っ
て
い
く
こ
と
は

も
ち
ろ
ん
大
切
で
す
が
、
時
代
に
合
わ
せ
て
新
し
い

要
素
を
足
し
た
お
菓
子
も
、
当
社
の〝
和
菓
子
〞と

し
て
開
発
し
て
い
き
た
い
で
す
ね
。
ま
た
、「
和
」

に
は
「
人
を
和
え
る
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
と
思
い

ま
す
。
冠
婚
葬
祭
や
、
大
切
な
人
と
会
う
時
の
手

土
産
な
ど
、
人
生
の
悲
喜
こ
も
ご
も
に
寄
り
添
い
、

人
と
人
と
を
結
び
つ
け
る
和
菓
子
。
そ
の
結
び
つ

き
か
ら
笑
顔
を
生
み
出
す
こ
と
が
、
当
社
の
理
念

で
あ
る
「
笑
顔
の
創
造
」
で
あ
り
、
私
た
ち
が
目

指
す
べ
き
和
菓
子
づ
く
り
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
現
在
、
先
行
き
が
見
え
づ
ら
い
時
期
で
は
あ
り

ま
す
が
、
今
後
は
設
備
投
資
で
和
菓
子
づ
く
り
を

さ
ら
に
充
実
し
て
い
き
た
い
で
す
。
ま
た
、
職
人

さ
ん
た
ち
も
高
齢
化
し
て
き
て
い
る
の
で
、
若
手

職
人
を
育
て
て
い
く
必
要
も
あ
り
ま
す
。
ノ
ウ
ハ

ウ
を
引
き
継
ぎ
、
そ
こ
か
ら
新
し
い
ア
イ
デ
ア
を

生
み
出
せ
る
「
人
づ
く
り
」
は
、
和
菓
子
づ
く
り

以
上
に
重
要
な
課
題
で
す
。
会
社
を
支
え
て
く
れ

て
い
る
の
は
社
員
で
あ
り
、
来
て
く
だ
さ
る
お
客

さ
ま
。
大
変
な
状
況
だ
か
ら
こ
そ
、「
人
」
の
大

切
さ
を
忘
れ
ず
に
い
た
い
で
す
ね
。

和
菓
子
づ
く
り
と
人
づ
く
り
で

「
笑
顔
の
創
造
」を

沿革

人
に
寄
り
添
い
、

人
を
和
え
る

和
菓
子
づ
く
り

▲薄い皮で餡を包み、手際よく形を整えていく。簡単そうに見える作業だ
が、習得に最低でも３年はかかるという職人技だ。

▲寒天と砂糖でできた「琥珀」。温度や湿度の影響を受けやすいため、
独自のノウハウで品質を均一に保っている。

▲勧修寺観光農園のシャインマスカットを使ったパフェ。
「地元のものを使いたい」という思いを形にした。

▲野菜ソムリエ監修のランチが楽しめるカフェは
連日多くの人で賑わっている。
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式
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と
し
お 
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午
前
10
時
前
。
府
道
35
号
沿
い
に
あ
る
「
菓
寮 

伊
藤
軒
」
に
は
、
開
店
前
か
ら
た
く
さ
ん
の
お
客
さ

ん
が
列
を
な
し
て
い
た
。
辺
り
に
漂
う
甘
い
香
り
に

誘
わ
れ
て
店
の
扉
を
開
く
と
、
目
に
も
鮮
や
か
な

お
菓
子
た
ち
が
出
迎
え
て
く
れ
る
。
社
長
を
務
め

る
5
代
目
・
中
井
と
し
お
さ
ん
に
、
創
業
か
ら
の

歴
史
や
和
菓
子
づ
く
り
に
か
け
る
思
い
を
伺
っ
た
。

　
当
社
の
創
業
は
1
8
6
4
年
。
烏
丸
高
辻
を

下
が
っ
た
所
に
あ
る
因
幡
薬
師
の
参
道
で
煎
餅
を

焼
い
て
い
た
と
い
う
記
録
が
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ

以
前
の
記
録
は
蛤
御
門
の
変
が
起
き
た
際
に
消
失

し
残
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、「
伊
藤
軒
」
と
い

う
社
名
か
ら
も
分
か
る
通
り
、
創
業
者
は
伊
藤
家

で
し
た
。し
か
し
、跡
継
ぎ
が
娘
し
か
生
ま
れ
な
か
っ

た
た
め
、
嫁
ぎ
先
の
中
井
家
が
お
店
を
継
ぐ
こ
と

に
な
っ
た
の
だ
と
聞
い
て
い
ま
す
。

　
５
代
目
に
当
た
る
私
は
、
大
学
卒
業
後
数
年
間

修
行
に
行
き
、家
業
に
入
り
ま
し
た
。
幼
い
頃
か
ら
、

祖
父
母
に
は
継
い
で
ほ
し
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た

し
、
従
業
員
に
も
よ
く
遊
ん
で
も
ら
っ
て
い
た
の
で
、

継
ぐ
以
外
の
選
択
肢
は
考
え
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

今
思
え
ば
、
周
囲
の
期
待
に
応
え
た
い
、
不
安
に

さ
せ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
思
い
も
あ
っ
た
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
一
方
で
、「
い
ず
れ
は
も
っ
と
便
利
な
所
へ

お
店
を
移
転
し
た
い
」
と
い
う
考
え
は
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
平
成
元
年
か
ら
深
草
で
商
売
を
続
け
る

中
で
、
考
え
が
変
わ
っ
て
い
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
は
、

地
元
を
愛
し
、
土
地
に
根
ざ
し
て
暮
ら
し
て
い
る

会
社
が
育
っ
た
ゆ
か
り
の
地
か
ら

新
た
な
一
歩
を
踏
み
出
す

2015年に「菓寮 伊藤軒」をオープン。伝統的な和菓子づくりだけでなく、時代の変化に合わせた
新しい和菓子の形を提案している。短いスパンで商品を改廃する柔軟性を強みに、「とれとれ海鮮
どん」や「ばりうま煎」など、ネーミングにもこだわった商品開発を積極的に推進。近年は、SOU・
SOUやFILEなど他業界とのコラボレーションにも取り組んでいる。
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1998年
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2007年
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2015年
2017年
2018年
2019年

【本社・菓寮 伊藤軒】
〒612-0829
京都市伏見区深草谷口町28-1

【物流センター・伏見工場】
〒612-0823
京都市伏見区深草東軸町10

【東京事務所】
〒121-0075
東京都足立区一ッ家2-10-20
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東京進出
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東京事務所改装
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資材倉庫増設
新ブランド「伊藤軒/SOU・SOU」立上げ
京都下鴨にFILECAFE設立

経
営
者

列
伝

a
v i s ionar y
leader
Vo l .8

た
く
さ
ん
の
人
々
が
い
て
、
良
い
神
社
や
大
学
も
あ

る
。
そ
れ
ま
で
見
え
て
い
な
か
っ
た
良
さ
に
気
付
く

に
つ
れ
て
、「
こ
の
場
所
を
も
っ
と
良
く
し
た
い
」
と

い
う
思
い
が
強
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
こ
う
し
た

経
緯
も
あ
り
、
2
0
1
5
年
、
本
社
工
場
を
伏
見

深
草
に
新
築
、「
菓
寮 

伊
藤
軒
」
を
オ
ー
プ
ン
し

ま
し
た
。

　
新
本
社
の
建
設
計
画
を
進
め
て
い
た
時
、
社
長

だ
っ
た
父
は
長
患
い
で
ほ
と
ん
ど
会
社
に
来
ら
れ
な

い
状
態
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
専
務
だ
っ
た
私
は

父
に
代
わ
り
、
会
社
の
経
営
状
況
を
鑑
み
な
が
ら

手
続
き
を
進
め
て
い
ま
し
た
。
協
議
が
長
引
い
た

こ
と
も
あ
り
、
当
初
の
計
画
か
ら
1
年
近
く
遅
れ

て
よ
う
や
く
着
工
し
た
そ
の
日
、
父
は
亡
く
な
り

ま
し
た
。
何
と
も
不
可
思
議
な
話
で
す
が
、
今
思

う
と
、
そ
う
い
う
巡
り
合
わ
せ
だ
っ
た
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

　
そ
ん
な
思
い
出
深
い
新
本
社
工
場
に
対
し
て
、

私
に
は
「
気
軽
に
お
茶
で
き
て
、
毎
日
来
て
も
ら

え
る
よ
う
な
場
所
に
し
た
い
」
と
い
う
思
い
が
あ
り

ま
し
た
。
そ
こ
で
、
前
職
で
飲
食
店
を
経
営
し
て

い
た
と
い
う
社
員
に
声
を
か
け
て
み
る
こ
と
に
し
ま

瓢
箪
か
ら
出
た
駒
は

人
気
の
秘
訣

し
た
。
提
供
す
る
料
理
を
お
願
い
し
た
と
こ
ろ
、

出
し
て
き
た
の
は
串
カ
ツ
（
笑
）。
彼
は
元
・
串
カ

ツ
屋
だ
っ
た
ん
で
す
。
さ
す
が
に
こ
れ
は
イ
メ
ー
ジ

と
違
う
と
い
う
こ
と
で
改
め
て
話
し
合
っ
た
結
果
、

行
き
着
い
た
の
が
、
肉
と
魚
を
使
わ
な
い
と
い
う
制

約
を
設
け
る
こ
と
。
そ
こ
か
ら
「
野
菜
」
と
い
う

ブ
ラ
ン
ド
イ
メ
ー
ジ
が
で
き
て
い
き
ま
し
た
。
元
・

串
カ
ツ
屋
の
彼
は
、
野
菜
ソ
ム
リ
エ
の
資
格
を
取
得

し
、
現
在
も
メ
ニュー
を
考
案
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。

　「
流
行
ら
な
け
れ
ば
社
員
食
堂
に
し
よ
う
」
と

考
え
て
い
た
の
で
す
が
、
オ
ー
プ
ン
当
初
か
ら
「
ラ

ン
チ
の
お
い
し
い
和
菓
子
屋
さ
ん
」
と
親
し
ま
れ
、

最
近
で
は
パ
フ
ェ
も
人
気
を
博
し
て
い
ま
す
。

　
20
年
ほ
ど
前
か
ら
、
デ
ザ
イ
ン
会
社
と
協
力
し

て
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
一
新
す
る
と
と
も
に
、
商
品
開

発
を
推
進
し
て
き
ま
し
た
。
お
菓
子
に
限
ら
ず
、

食
品
業
界
は
「
千
三
つ
」
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

新
し
い
商
品
を
1
0
0
0
品
目
出
し
て
も
、
ヒ
ッ

ト
す
る
の
は
3
品
目
程
度
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
当
時
、
商
品
開
発
に
携
わ
っ
て
い
た
私
は
、
取

り
扱
う
商
品
数
を
絞
り
込
み
、
開
発
ス
ピ
ー
ド
を

上
げ
ま
し
た
。
そ
ん
な
中
、〝
当
た
っ
た
〞お
菓
子
の

一
つ
が
「
遊
び
菓
」
で
す
。
入
っ
て
い
る
の
は
か
り

ん
と
う
や
金
平
糖
な
ど
、
昔
な
が
ら
の
お
菓
子
ば

か
り
で
す
が
、
少
し
ず
つ
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
食
べ

ら
れ
る
。
そ
ん
な
目
新
し
さ
が
ヒ
ッ
ト
に
つ
な
が
っ

た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
こ
う
い
っ
た
新
し
い
方
向
性
に
対
し
て
、「
こ
れ
は

和
菓
子
な
の
？
」
と
疑
問
に
思
わ
れ
る
方
も
い
ま

す
。
で
す
が
、
和
菓
子
の
「
和
」
に
は
「
足
す
」

と
い
う
意
味
も
あ
る
。
伝
統
を
守
っ
て
い
く
こ
と
は

も
ち
ろ
ん
大
切
で
す
が
、
時
代
に
合
わ
せ
て
新
し
い

要
素
を
足
し
た
お
菓
子
も
、
当
社
の〝
和
菓
子
〞と

し
て
開
発
し
て
い
き
た
い
で
す
ね
。
ま
た
、「
和
」

に
は
「
人
を
和
え
る
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
と
思
い

ま
す
。
冠
婚
葬
祭
や
、
大
切
な
人
と
会
う
時
の
手

土
産
な
ど
、
人
生
の
悲
喜
こ
も
ご
も
に
寄
り
添
い
、

人
と
人
と
を
結
び
つ
け
る
和
菓
子
。
そ
の
結
び
つ

き
か
ら
笑
顔
を
生
み
出
す
こ
と
が
、
当
社
の
理
念

で
あ
る
「
笑
顔
の
創
造
」
で
あ
り
、
私
た
ち
が
目

指
す
べ
き
和
菓
子
づ
く
り
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
現
在
、
先
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き
が
見
え
づ
ら
い
時
期
で
は
あ
り

ま
す
が
、
今
後
は
設
備
投
資
で
和
菓
子
づ
く
り
を

さ
ら
に
充
実
し
て
い
き
た
い
で
す
。
ま
た
、
職
人
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ん
た
ち
も
高
齢
化
し
て
き
て
い
る
の
で
、
若
手

職
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を
育
て
て
い
く
必
要
も
あ
り
ま
す
。
ノ
ウ
ハ

ウ
を
引
き
継
ぎ
、
そ
こ
か
ら
新
し
い
ア
イ
デ
ア
を

生
み
出
せ
る
「
人
づ
く
り
」
は
、
和
菓
子
づ
く
り

以
上
に
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要
な
課
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で
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は
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あ
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来
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す
る
こ
と
で
、版
木
の
製
作
に
か
か
る
コ
ス
ト
を
削

減
で
き
、お
客
さ
ま
の
利
用
度
も
高
ま
り
ま
し
た
。

中
に
は
、『
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
版
木
を
作
っ
て
ほ
し
い
』

と
い
う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
」と
教
え
て
く
れ
た

の
は
4
代
目
社
長
を
務
め
る
西
村
和
紀
さ
ん
。体

験
教
室
や
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
商
品
の
開
発
な
ど
、

他
の
伝
統
産
業
と
連
携
し
た
唐
紙
の
需
要
開
拓
や

認
知
度
向
上
に
も
、西
村
さ
ん
は
積
極
的
に
取
り

組
ん
で
い
る
。そ
の
一
つ
が
、京
仏
具
の
塗
師
と
共

同
開
発
し
た「
漆
か
ら
か
み（
※
２
）」だ
。漆
特
有
の

艶
と
、唐
紙
の
落
ち
着
い
た
風
合
い
が
特
長
的
な
こ

の
商
品
は
、壁
紙
や
襖
紙
だ
け
で
な
く
、ア
ー
ト
パ

ネ
ル
と
し
て
活
用
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
と
い
う
。

版
木
に
刻
ま
れ
た

継
承
の
痕
跡
と
伝
統
美

　
こ
う
し
た
新
た
な
取
組
み
の
根
幹
に
あ
る
の

が
、同
社
が
管
理
す
る
約
3
0
0
枚
の
版
木
で
あ

る
。「
廃
業
し
た
版
元
か
ら
譲
り
受
け
た
も
の
も
多

　ある日、倉庫の中から見つけた、一枚
のインテリアパネル。祖父が作ったその
作品を見て、「唐紙をもっと盛り上げてい
きたい」と考えるようになりました。しかしこ
れから先、自社の力だけで事業を存続・
発展していくことはさらに厳しくなっていく
でしょう。幸いにも京都には、たくさんの伝
統工芸が根づいています。他の産業と
協力し、いろいろな技術を融合すること
で、現代のライフスタイルに合った新たな
付加価値が生まれてくると思います。

職人と経営者。双方の目線から
唐紙の可能性を広げていく。

代表取締役 西村 和紀 氏
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貼
る
技
術
か
ら
、摺
る
技
術
へ

　
烏
丸
高
辻
か
ら
東
へ
徒
歩
約
5
分
の
所
に
あ

る「
株
式
会
社 

丸
二
」。明
治
35
年
に
創
業
し
、

1
0
0
年
以
上
唐
紙
に
携
わ
っ
て
き
た
京
都
の

老
舗
企
業
だ
。オ
フ
ィ
ス
兼
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
建
物
の

隣
に
は
、京
か
ら
か
み
体
験
工
房「
唐
丸
」が
並
ぶ
。

入
り
口
近
く
に
併
設
さ
れ
た
ギ
フ
ト
シ
ョ
ッ
プ
を
横

切
り
2
階
へ
上
が
っ
た
所
が
、工
藤
さ
ん
が
唐
紙
を

製
作
し
て
い
る
工
房
だ
。

　
先
述
の
通
り
熟
練
を
要
す
る
摺
師
だ
が
、そ
の
技

は
、唐
紙
が
爆
発
的
に
発
展
し
た
江
戸
時
代
に
は
ま

だ
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。当
時
、襖
紙
の
12
分
の
1

サ
イ
ズ
の
紙
し
か
漉
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
日
本
に

お
い
て
、文
様
を
合
わ
せ
る
技
術
が
必
要
と
さ
れ
た
の

は
、襖
な
ど
に
唐
紙
を
貼
り
合
わ
せ
る
職
人
だ
っ
た
か

ら
だ（
※
１
）。明
治
時
代
に
入
り
、大
き
な
紙
を
漉
く

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
後
、今
度
は
摺
師
に
、

紙
の
中
で
版
木
の
文
様
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
技
術
が

求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
わ
け
だ
。

受
け
継
い
だ〝
技
〞を
融
合
し
、

新
し
い
モ
ノ
へ

　
現
在
、2
名
の
摺
師
を
抱
え
る
丸
二
で
は
、伝
統

的
な「
京
か
ら
か
み
」作
り
を
続
け
る
一
方
で
、版
木

そ
の
も
の
を
使
っ
た
イ
ン
テ
リ
ア
や
ス
タ
ン
プ
の
製

作
に
も
力
を
入
れ
て
い
る
。所
有
す
る
版
木
の
文

様
を
デ
ー
タ
化
し
て
保
存
し
、レ
ー
ザ
ー
彫
刻
機
を

使
っ
て
彫
る
こ
と
で
、イ
ン
テ
リ
ア
や
ギ
フ
ト
商
品
に

転
用
で
き
る
と
い
う
わ
け
だ
。さ
ら
に
、デ
ー
タ
化
に

よ
っ
て
木
以
外
の
素
材
に
も
唐
紙
文
様
を
プ
リ
ン

ト
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。最
近
で
は
、そ
の
技
術

を
生
か
し
て
ガ
ラ
ス
や
ア
ク
リ
ル
な
ど
を
使
っ
た
新

商
品
も
開
発
し
て
い
る
。「
工
程
の
一
部
を
I
T
化

　
工
房
の
中
心
に
あ
る
大
き
な
作
業
台
。そ
の

上
に
は
、襖
紙
サ
イ
ズ
の
大
き
な
和
紙
と
、

文
様
が
彫
刻
さ
れ
た
版
木
が
置
か
れ
て
い
る
。

ま
ず
は
、篩
と
呼
ば
れ
る
道
具
に
刷
毛
で
薄
く

絵
の
具
を
付
け
、版
木
に
移
し
て
い
く
。そ
の

上
か
ら
そ
っ
と
和
紙
を
下
ろ
し
た
後
、手
で
優

し
く
擦
っ
て
和
紙
に
文
様
を
摺
っ
て
い
く
。

馬
楝
な
ど
の
道
具
は
使
わ
ず
、版
木
に
乗
っ
た

色
を
和
紙
で
吸
い
取
る
よ
う
に
、薄
く
色
を
付

け
る
の
が
ポ
イ
ン
ト
だ
。こ
れ
を
2
回
繰
り

返
す
こ
と
で
、膨
ら
み
の
あ
る
柔
ら
か
な
風
合
い

の
唐
紙
に
仕
上
が
る
。

　
傍
目
に
は
何
と
も
難
し
そ
う
に
見
え
る
こ

れ
ら
の
作
業
。し
か
し
、摺
師
の
工
藤
さ
ん
に

よ
る
と
、意
外
に
も「
摺
る
作
業
自
体
は
す
ぐ

で
き
る
よ
う
に
な
る
」そ
う
だ
が
…
。そ
の

日
の
湿
度
に
よ
っ
て
微
妙
に
伸
び
縮
み
す
る

紙
と
版
木
の
位
置
を
職
人
の
さ
じ
加
減
で
調

整
し
、文
様
の
境
目
が
き
れ
い
に
連
続
す
る

よ
う
摺
り
上
げ
る
。そ
の
職
人
と
し
て
の
感

覚
を
鍛
え
る
の
に
は
、や
は
り
相
当
な
時
間

が
か
か
る
。 Vol.8

株式会社 丸二
Maruni Co., Ltd.

こ 
の 

企 

業 

に

こ 
の

あ 

り

技

昔
な
が
ら
の
版
木
と
技
術
。

そ
の
中
に
、現
代
に
通
じ
る
モ
ダ
ニ
テ
ィ
が
あ
る

く
あ
る
と
聞
き
ま
す
」と
西
村
さ
ん
が
話
す
通
り
、

版
木
の
裏
面
に
は
、い
く
つ
も
の
版
元
の
名
前
が

記
さ
れ
て
い
た
。印
刷
技
術
の
発
展
で
昔
な
が
ら

の
手
法
が
廃
れ
、唐
紙
屋
が
次
々
に
廃
業
し
て
い

く
中
、版
木
だ
け
は
同
業
者
に
託
さ
れ
受
け
継
が

れ
て
き
た
の
だ
。丸
二
が
使
用
す
る
版
木
は
、最
も

古
い
も
の
で
天
保
8
年
製
。1
8
0
年
以
上
前
に

彫
ら
れ
た
版
木
だ
が
、最
近
ま
で
現
役
で
使
っ
て
い

た
と
い
う
。ま
た
中
に
は
、桐
の
花
や
波
頭
な
ど
、

デ
ザ
イ
ン
化
さ
れ
た
文
様
も
。こ
れ
ら
は
本
阿
弥

光
悦
や
尾
形
光
琳
に
代
表
さ
れ
る「
琳
派
」の
作

風
を
引
き
継
ぐ
も
の
だ
。そ
の
高
い
デ
ザ
イ
ン
性

は
、イ
ン
テ
リ
ア
と
し
て
も
注
目
を
集
め
、4
0
0

年
が
経
っ
た
今
な
お
人
々
を
魅
了
し
続
け
る
。

　
1
0
0
余
年
前
に
作
ら
れ
た
版
木
に
は
、何
百

年
も
昔
か
ら
連
綿
と
続
い
て
き
た
伝
統
美
術
の
歴

史
が
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
。そ
の
流
れ
の
中
に
あ
っ

て
、丸
二
が
作
る
唐
紙
も
ま
た
、昔
な
が
ら
の
日
本

美
術
で
あ
る
と
同
時
に
、現
代
に
通
用
す
る
様
式

美
を
秘
め
て
い
る
。

す

「漆からかみ」は京仏具の塗師屋と共同開
発した丸二オリジナル製品。文様が摺られ
た箇所は漆が表面に残り艶が出る一方、
紙の部分は漆が浸透し、和紙本来の落ち
着いた風合いに仕上がる。

※2

ほ
ん

え
つ

こ
う

あ

り
ん
ぱ

み

雲母（きら）と布海苔、水を使って摺られた桐の花。
金銀の箔を四角く切った「切り箔」を唐紙文様で
表現した「琳派」のデザインだ。

ふ
る
い

ふ
す
ま

す

ば

す
り

し

れ
ん

す

摺師
工藤 裕史 氏

08

西村さんの祖父・正雄氏が製作したインテリア
パネル

江戸時代には、襖紙の12分の1
サイズの唐紙しか作ることができな
かった。柄を合わせる技術は必要
なく、「道具さえあれば、誰でも簡単
に摺れたと思いますよ」と西村さん。

※1

07



す
る
こ
と
で
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木
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に
か
か
る
コ
ス
ト
を
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。
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っ
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代
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を
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和
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な
ど
、
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需
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や
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度
向
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に
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に
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り
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が
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の
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と
共

同
開
発
し
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特
有
の

艶
と
、唐
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の
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ち
着
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た
風
合
い
が
特
長
的
な
こ

の
商
品
は
、壁
紙
や
襖
紙
だ
け
で
な
く
、ア
ー
ト
パ

ネ
ル
と
し
て
活
用
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
と
い
う
。

版
木
に
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た

継
承
の
痕
跡
と
伝
統
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こ
う
し
た
新
た
な
取
組
み
の
根
幹
に
あ
る
の

が
、同
社
が
管
理
す
る
約
3
0
0
枚
の
版
木
で
あ

る
。「
廃
業
し
た
版
元
か
ら
譲
り
受
け
た
も
の
も
多

　ある日、倉庫の中から見つけた、一枚
のインテリアパネル。祖父が作ったその
作品を見て、「唐紙をもっと盛り上げてい
きたい」と考えるようになりました。しかしこ
れから先、自社の力だけで事業を存続・
発展していくことはさらに厳しくなっていく
でしょう。幸いにも京都には、たくさんの伝
統工芸が根づいています。他の産業と
協力し、いろいろな技術を融合すること
で、現代のライフスタイルに合った新たな
付加価値が生まれてくると思います。

職人と経営者。双方の目線から
唐紙の可能性を広げていく。
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か
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る
技
術
へ

　
烏
丸
高
辻
か
ら
東
へ
徒
歩
約
5
分
の
所
に
あ

る「
株
式
会
社 
丸
二
」。明
治
35
年
に
創
業
し
、

1
0
0
年
以
上
唐
紙
に
携
わ
っ
て
き
た
京
都
の

老
舗
企
業
だ
。オ
フ
ィ
ス
兼
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
建
物
の

隣
に
は
、京
か
ら
か
み
体
験
工
房「
唐
丸
」が
並
ぶ
。

入
り
口
近
く
に
併
設
さ
れ
た
ギ
フ
ト
シ
ョ
ッ
プ
を
横

切
り
2
階
へ
上
が
っ
た
所
が
、工
藤
さ
ん
が
唐
紙
を

製
作
し
て
い
る
工
房
だ
。

　
先
述
の
通
り
熟
練
を
要
す
る
摺
師
だ
が
、そ
の
技

は
、唐
紙
が
爆
発
的
に
発
展
し
た
江
戸
時
代
に
は
ま

だ
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。当
時
、襖
紙
の
12
分
の
1

サ
イ
ズ
の
紙
し
か
漉
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
日
本
に

お
い
て
、文
様
を
合
わ
せ
る
技
術
が
必
要
と
さ
れ
た
の

は
、襖
な
ど
に
唐
紙
を
貼
り
合
わ
せ
る
職
人
だ
っ
た
か

ら
だ（
※
１
）。明
治
時
代
に
入
り
、大
き
な
紙
を
漉
く

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
後
、今
度
は
摺
師
に
、

紙
の
中
で
版
木
の
文
様
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
技
術
が

求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
わ
け
だ
。

受
け
継
い
だ〝
技
〞を
融
合
し
、

新
し
い
モ
ノ
へ

　
現
在
、2
名
の
摺
師
を
抱
え
る
丸
二
で
は
、伝
統

的
な「
京
か
ら
か
み
」作
り
を
続
け
る
一
方
で
、版
木

そ
の
も
の
を
使
っ
た
イ
ン
テ
リ
ア
や
ス
タ
ン
プ
の
製

作
に
も
力
を
入
れ
て
い
る
。所
有
す
る
版
木
の
文

様
を
デ
ー
タ
化
し
て
保
存
し
、レ
ー
ザ
ー
彫
刻
機
を

使
っ
て
彫
る
こ
と
で
、イ
ン
テ
リ
ア
や
ギ
フ
ト
商
品
に

転
用
で
き
る
と
い
う
わ
け
だ
。さ
ら
に
、デ
ー
タ
化
に

よ
っ
て
木
以
外
の
素
材
に
も
唐
紙
文
様
を
プ
リ
ン

ト
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。最
近
で
は
、そ
の
技
術

を
生
か
し
て
ガ
ラ
ス
や
ア
ク
リ
ル
な
ど
を
使
っ
た
新

商
品
も
開
発
し
て
い
る
。「
工
程
の
一
部
を
I
T
化

　
工
房
の
中
心
に
あ
る
大
き
な
作
業
台
。そ
の

上
に
は
、襖
紙
サ
イ
ズ
の
大
き
な
和
紙
と
、

文
様
が
彫
刻
さ
れ
た
版
木
が
置
か
れ
て
い
る
。

ま
ず
は
、篩
と
呼
ば
れ
る
道
具
に
刷
毛
で
薄
く

絵
の
具
を
付
け
、版
木
に
移
し
て
い
く
。そ
の

上
か
ら
そ
っ
と
和
紙
を
下
ろ
し
た
後
、手
で
優

し
く
擦
っ
て
和
紙
に
文
様
を
摺
っ
て
い
く
。

馬
楝
な
ど
の
道
具
は
使
わ
ず
、版
木
に
乗
っ
た

色
を
和
紙
で
吸
い
取
る
よ
う
に
、薄
く
色
を
付

け
る
の
が
ポ
イ
ン
ト
だ
。こ
れ
を
2
回
繰
り

返
す
こ
と
で
、膨
ら
み
の
あ
る
柔
ら
か
な
風
合
い

の
唐
紙
に
仕
上
が
る
。

　
傍
目
に
は
何
と
も
難
し
そ
う
に
見
え
る
こ

れ
ら
の
作
業
。し
か
し
、摺
師
の
工
藤
さ
ん
に

よ
る
と
、意
外
に
も「
摺
る
作
業
自
体
は
す
ぐ

で
き
る
よ
う
に
な
る
」そ
う
だ
が
…
。そ
の

日
の
湿
度
に
よ
っ
て
微
妙
に
伸
び
縮
み
す
る

紙
と
版
木
の
位
置
を
職
人
の
さ
じ
加
減
で
調

整
し
、文
様
の
境
目
が
き
れ
い
に
連
続
す
る

よ
う
摺
り
上
げ
る
。そ
の
職
人
と
し
て
の
感

覚
を
鍛
え
る
の
に
は
、や
は
り
相
当
な
時
間

が
か
か
る
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企 

業 

に

こ 

の

あ 

り

技

昔
な
が
ら
の
版
木
と
技
術
。

そ
の
中
に
、現
代
に
通
じ
る
モ
ダ
ニ
テ
ィ
が
あ
る

く
あ
る
と
聞
き
ま
す
」と
西
村
さ
ん
が
話
す
通
り
、

版
木
の
裏
面
に
は
、い
く
つ
も
の
版
元
の
名
前
が

記
さ
れ
て
い
た
。印
刷
技
術
の
発
展
で
昔
な
が
ら

の
手
法
が
廃
れ
、唐
紙
屋
が
次
々
に
廃
業
し
て
い

く
中
、版
木
だ
け
は
同
業
者
に
託
さ
れ
受
け
継
が

れ
て
き
た
の
だ
。丸
二
が
使
用
す
る
版
木
は
、最
も

古
い
も
の
で
天
保
8
年
製
。1
8
0
年
以
上
前
に

彫
ら
れ
た
版
木
だ
が
、最
近
ま
で
現
役
で
使
っ
て
い

た
と
い
う
。ま
た
中
に
は
、桐
の
花
や
波
頭
な
ど
、

デ
ザ
イ
ン
化
さ
れ
た
文
様
も
。こ
れ
ら
は
本
阿
弥

光
悦
や
尾
形
光
琳
に
代
表
さ
れ
る「
琳
派
」の
作

風
を
引
き
継
ぐ
も
の
だ
。そ
の
高
い
デ
ザ
イ
ン
性

は
、イ
ン
テ
リ
ア
と
し
て
も
注
目
を
集
め
、4
0
0

年
が
経
っ
た
今
な
お
人
々
を
魅
了
し
続
け
る
。

　
1
0
0
余
年
前
に
作
ら
れ
た
版
木
に
は
、何
百

年
も
昔
か
ら
連
綿
と
続
い
て
き
た
伝
統
美
術
の
歴

史
が
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
。そ
の
流
れ
の
中
に
あ
っ

て
、丸
二
が
作
る
唐
紙
も
ま
た
、昔
な
が
ら
の
日
本

美
術
で
あ
る
と
同
時
に
、現
代
に
通
用
す
る
様
式

美
を
秘
め
て
い
る
。

す

「漆からかみ」は京仏具の塗師屋と共同開
発した丸二オリジナル製品。文様が摺られ
た箇所は漆が表面に残り艶が出る一方、
紙の部分は漆が浸透し、和紙本来の落ち
着いた風合いに仕上がる。

※2

ほ
ん

え
つ

こ
う

あ

り
ん
ぱ

み

雲母（きら）と布海苔、水を使って摺られた桐の花。
金銀の箔を四角く切った「切り箔」を唐紙文様で
表現した「琳派」のデザインだ。

ふ
る
い

ふ
す
ま

す

ば

す
り

し

れ
ん

す

摺師
工藤 裕史 氏

08

西村さんの祖父・正雄氏が製作したインテリア
パネル

江戸時代には、襖紙の12分の1
サイズの唐紙しか作ることができな
かった。柄を合わせる技術は必要
なく、「道具さえあれば、誰でも簡単
に摺れたと思いますよ」と西村さん。

※1

07















［ 経営者列伝 ］

株式会社伊藤軒

人に寄り添い、
人を和える

和菓子づくり

［ この企業にこの技あり ］

昔ながらの版木と技術。
その中に、現代に通じるモダニティがある

［ 景気動向調査 ］

撮
影
場
所
／
並
河
靖
之
七
宝
記
念
館

株式会社丸二

生
き
る
庭
。

時
を

特 

集 

﹇
伝
統
を
継
ぐ
﹈

御
庭
植
治 

次
期
十
二
代
　

小
川 

勝
章 

氏
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