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塗
り
重
ね
る
漆
が
、

歴
史
を
紡
ぐ
。
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刷
毛
を
持
っ
て
木
に
向
き
合
う
と

そ
こ
は
静
寂
に
包
ま
れ
る
。

漆
工
芸
の「
下
地
塗
り
」の
現
場
だ
。

木
に
漆
を
塗
っ
て
は
砥
の
粉
と
水
で
研
ぐ
。

繰
り
返
す
こ
と
で
表
面
は
美
し
く
光
を
放
ち
、

か
つ
丈
夫
な
も
の
に
な
る
。

そ
う
し
て
重
ね
た
漆
の
分
だ
け
、

朽
ち
る
こ
と
な
く
在
り
続
け
る
。

株
式
会
社
牧
野
漆
工
芸

特 

集 

﹇
伝
統
工
芸
を
継
ぐ
﹈

　
京
都
府
宇
治
市
に
あ
る「
株
式
会
社
牧
野
漆
工
芸
」。

寺
社
の
柱
や
仏
壇
・
仏
具
の
新
調
・
修
復
を
中
心
と

す
る
京
仏
具
の
塗
師
た
ち
が
、牧
野
家
親
子
三
代

を
含
め
て
7
人
集
ま
って
い
る
。「
漆
工
芸
」と
い
う
と

表
面
の
光
沢
や
金
箔
の
輝
き
を
思
い
浮
か
べ
る
人
も

多
い
か
も
し
れ
な
い
が
、出
来
を
左
右
し
て
い
る
の
は
、

そ
の
前
に
施
す「
下
地
塗
り
」の
工
程
だ
。手
作
業
で

す
る
職
人
が
減
っ
て
い
き
、技
術
の
消
滅
が
危
惧
さ

れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、牧
野
家
の
仕
事
の
価
値
は
高
い
。

代
表
取
締
役
社
長
の
牧
野
俊
之
さ
ん
は
言
う
。

「
こ
の
世
界
は
分
業
制
。僕
ら
は
後
に
恥
じ
な
い
仕

事
を
す
る
こ
と
が
大
事
で
す
。下
手
な
下
地
塗
り
を

す
る
と
、後
の
職
人
さ
ん
が
ど
れ
だ
け
頑
張
って
も
良

い
商
品
に
は
な
り
ま
せ
ん
」

家
訓
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

四
代
に
わ
た
る
塗
師
の
家
に
は
、確
か
な
技
術
と

心
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

ぬ
　  

し

北山杉に下地塗りをする俊之さん。
あえて木の自然な凹凸を残すこともある。

02 01
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二
代
目
か
ら
四
代
目
、

そ
れ
ぞ
れ
の
歩
み
で
塗
師
の
道
へ
。

漆
の
枠
組
み
を
越
え
る
こ
と
が
、

こ
れ
か
ら
の
漆
工
芸
が
生
き
残
る
カ
ギ
に
な
る
。

　
2
0
2
0
年
4
月
に
昂
太
さ
ん
が
入
社
し
て
以
来
、

牧
野
漆
工
芸
は
営
業
活
動
に
も
力
を
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

「
美
容
師
と
い
う
人
に
見
せ
る
仕
事
を
し
て
い
た
の
で
、

発
信
す
る
こ
と
の
大
切
さ
は
よ
く
感
じ
て
い
ま
し
た
。け
れ

ど
も
こ
こ
に
帰
っ
て
く
る
と
ホ
ー
ムペ
ー
ジ
も
S
N
S
も
な
い
。 

　
こ
の
状
況
は
ま
ず
い
な
と
。待
っ
て
い
る
だ
け
で
は
新
し

い
仕
事
は
来
ま
せ
ん
し
、漆
の
魅
力
を
外
に
伝
え
て
い
か

な
け
れ
ば
と
思
い
ま
し
た
」

こ
れ
ま
で
ほ
ぼ
仏
具
一
筋
で
名
を
上
げ
て
き
た
牧
野
家

が
、昂
太
さ
ん
を
先
頭
に
未
知
の
領
域
へ
踏
み
出
し
た
。

同
年
8
月
、京
都
中
央
信
用
金
庫
が
展
開
す
る
建
築
・

イ
ン
テ
リ
ア
商
材
開
発
事
業「
I
O
K（Inspiration 

O
f K

yoto

）」に
参
画
。そ
の
後
の
展
示
会
へ
の
出
展
は
、

新
規
案
件
の
受
注
や
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
ション

の
足
が
か
り
に
な
っ
た
。東
京
に
あ
る
商
業
ビ
ル
の
最
上

階
住
居
に
漆
塗
り
の
家
具
を
納
入
し
た
り
、フ
ラ
ン
ス
の

デ
ザ
イ
ナ
ー
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
卵
殻
を
使
っ
た

漆
塗
り
の
花
器
を
作
っ
た
り
。さ
ら
に
は
、段
ボ
ー
ル
や

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
と
いっ
た
木
以
外
の
素
材
に
も
漆
塗
り
を

す
る
な
ど
、実
用
の
枠
を
越
え
た
芸
術
性
の
あ
る
商
品

に
も
挑
戦
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
商
品
を
仏
具
以
外
の
世
界
に
持
っ
て
い
く

と
反
応
は
良
い
そ
う
だ
。そ
れ
が
業
界
に
と
って
の
明
る
い

希
望
だ
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太
さ
ん
は
言
う
。

　
2
0
2
0
年
4
月
に
昂
太
さ
ん
が
入
社
し
て
以
来
、

牧
野
漆
工
芸
は
営
業
活
動
に
も
力
を
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

「
美
容
師
と
い
う
人
に
見
せ
る
仕
事
を
し
て
い
た
の
で
、

発
信
す
る
こ
と
の
大
切
さ
は
よ
く
感
じ
て
い
ま
し
た
。け
れ

ど
も
こ
こ
に
帰
っ
て
く
る
と
ホ
ー
ムペ
ー
ジ
も
S
N
S
も
な
い
。 

　
こ
の
状
況
は
ま
ず
い
な
と
。待
っ
て
い
る
だ
け
で
は
新
し

い
仕
事
は
来
ま
せ
ん
し
、漆
の
魅
力
を
外
に
伝
え
て
い
か

な
け
れ
ば
と
思
い
ま
し
た
」

こ
れ
ま
で
ほ
ぼ
仏
具
一
筋
で
名
を
上
げ
て
き
た
牧
野
家

が
、昂
太
さ
ん
を
先
頭
に
未
知
の
領
域
へ
踏
み
出
し
た
。

同
年
8
月
、京
都
中
央
信
用
金
庫
が
展
開
す
る
建
築
・

イ
ン
テ
リ
ア
商
材
開
発
事
業「
I
O
K（Inspiration 

O
f K

yoto

）」に
参
画
。そ
の
後
の
展
示
会
へ
の
出
展
は
、

新
規
案
件
の
受
注
や
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
ション

の
足
が
か
り
に
な
っ
た
。東
京
に
あ
る
商
業
ビ
ル
の
最
上

階
住
居
に
漆
塗
り
の
家
具
を
納
入
し
た
り
、フ
ラ
ン
ス
の

デ
ザ
イ
ナ
ー
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
卵
殻
を
使
っ
た

漆
塗
り
の
花
器
を
作
っ
た
り
。さ
ら
に
は
、段
ボ
ー
ル
や

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
と
いっ
た
木
以
外
の
素
材
に
も
漆
塗
り
を

す
る
な
ど
、実
用
の
枠
を
越
え
た
芸
術
性
の
あ
る
商
品

に
も
挑
戦
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
商
品
を
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の
世
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持
っ
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い
く

と
反
応
は
良
い
そ
う
だ
。そ
れ
が
業
界
に
と
って
の
明
る
い

希
望
だ
と
、昂
太
さ
ん
は
言
う
。

　
会
社
の
歴
史
は
1
9
8
5
年
に
独
立
し
た

代
表
取
締
役
会
長
の
新
一
さ
ん
か
ら
始
ま
る
が
、

「
塗
師
・
牧
野
家
」と
し
て
は
そ
の
父
・
新
吉
氏
に

始
ま
る
。職
人
と
し
て
会
社
勤
め
を
す
る
初
代
の

姿
を
見
て
二
代
目
・
新
一
さ
ん
は
育
っ
た
。

　
会
社
の
歴
史
は
1
9
8
5
年
に
独
立
し
た

代
表
取
締
役
会
長
の
新
一
さ
ん
か
ら
始
ま
る
が
、

「
塗
師
・
牧
野
家
」と
し
て
は
そ
の
父
・
新
吉
氏
に

始
ま
る
。職
人
と
し
て
会
社
勤
め
を
す
る
初
代
の

姿
を
見
て
二
代
目
・
新
一
さ
ん
は
育
っ
た
。

四代目 

牧野 昂太 氏
1997年生まれ。美容師専門学校に
進んだが、その道にきっぱり別れを告げ、
元々描いていた自身のビジョン通り
2020年4月に入社。営業やHP制作
など、牧野漆工芸の発信役を務め
ている。チーフマネージャー。

二代目  伝統工芸士 

牧野 新一 氏
1948年生まれ。35歳のときに塗師を目指そ
うと会社員を辞めて職人に弟子入り、2年
後に独立して「株式会社牧野漆工芸」を
創業。父・新吉氏とともに、鹿苑寺金閣
の「昭和の大修復」に携わった経験を
持つ。代表取締役会長。

三代目 

牧野 俊之 氏
1973年生まれ。高校卒業後、別
業界で勤めた後に19歳で家業に
入る。以来30年あまり職人として
最前線に立つ。代表取締役社長。

（左）スプレーで下地塗りをする
こともある。一気に厚くかけずに同じ
場所に薄く数回に分けて重ね塗り
をしていくのにも技術が必要だ。

「
手
は
漆
で
真
っ
黒
け
、朝
は
早
い
し
夜
も
遅
い
。継
ぐ
こ
と

は
考
え
て
い
な
か
っ
た
で
す
ね
」と
述
懐
す
る
。だ
か
ら

高
校
卒
業
後
は
ず
っ
と
別
業
界
で
サ
ラ
リ
ー
マン
を
し
て

い
た
が
、貴
重
な
技
術
を
受
け
継
ぐ
こ
と
の
意
義
を

感
じ
て
　
歳
で
退
職
し
、塗
師
の
道
へ
進
ん
だ
。も
ち
ろ
ん
、

伝
統
工
芸
の
世
界
で
は
だ
い
ぶ
遅
い
ス
タ
ー
ト
だ
。

　
当
時
小
学
生
だ
っ
た
三
代
目
・
俊
之
さ
ん
に
と
っ
て

は「
サ
ラ
リ
ー
マン
の
子
だ
と
思
っ
て
い
た
ら
、突
然
親
父

が
作
業
着
を
着
て
木
に
漆
塗
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。遅
く

ま
で
や
っ
て
い
ま
し
た
し
、全
然
い
い
イ
メ
ー
ジ
な
ん
て
な

かっ
た
」そ
う
だ
。し
か
し
、継
ぐ
な
ら
早
い
ほ
う
が
い
い
と

考
え
て
い
た
た
め
、2
年
ほ
ど
別
業
界
で
働
い
た
後
に

弱
冠
　
歳
で
家
業
に
入
っ
た
。「
今
思
え
ば
、若
い
と
き

に
も
う
少
し
遊
ん
で
お
け
ば
良
か
っ
た
で
す
ね
」と
笑
う
。

　
そ
し
て
、四
代
目
・
昂
太
さ
ん
。そ
の
経
歴
は
少
し
変

わ
っ
て
い
る
。高
校
生
の
と
き
に
は
家
業
を
継
ぐ
と
決
意

し
た
が
、そ
れ
ま
で
に
自
分
の
し
た
い
他
の
こ
と
を
す
る

た
め
に
美
容
師
専
門
学
校
に
進
学
し
て
い
る
。未
練
を
残

す
ま
い
と
、期
限
を
決
め
て
き
っ
ち
り
と
美
容
の
世
界
に

打
ち
込
ん
で
か
ら
家
に
戻
っ
た
と
い
う
。覚
悟
の
入
社
だ
。

　
　
代
も
含
め
て
三
代
の
職
人
が
現
役
で
活
躍
し
て

い
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の
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な
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。3
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と
、期
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を
決
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に

打
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ん
で
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ら
家
に
戻
っ
た
と
い
う
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の
入
社
だ
。

　
　
代
も
含
め
て
三
代
の
職
人
が
現
役
で
活
躍
し
て

い
る
の
は
か
な
り
珍
し
い
。3
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
回
り
道

漆工芸の工程を1枚の
長い木板で表現しており、
上半分が下地塗りの工程。
最終的には、はがき1枚分
ほどの厚さの層になる。

初代 牧野 新吉 氏
1915年生まれ。塗師として約65年勤め上げた。
生涯職人であり続けたという。

3519

を
し
な
が
ら
、最
終
的
に
は
先
代
の
塗
師
を
継
ぐ
こ
と

を
選
ん
だ
。「
継
い
で
良
か
っ
た
と
思
い
ま
す
よ
」と
話
す

新
一
さ
ん
の
姿
は
、ど
こ
か
嬉
し
そ
う
に
見
え
る
。

　
多
く
の
伝
統
工
芸
で「
こ
の
先
が
苦
し
い
」と
言
わ
れ
る
。

漆
塗
り
も
ご
多
分
に
漏
れ
ず
、ウ
レ
タ
ン
や
カ
シ
ュ
ー
で

作
る
安
価
な
人
工
漆
に
押
さ
れ
気
味
な
現
状
だ
。コロ
ナ

禍
も
あ
っ
て
寄
附
金
を
集
め
る
の
が
難
し
く
な
っ
た

お
寺
か
ら
す
れ
ば
、住
職
や
檀
家
に
よ
ほ
ど
の
想
い
が

な
い
限
り
、補
修
に
お
い
て
も
人
工
漆
が
選
ば
れ
る
と

い
う
現
実
が
あ
る
。し
か
し
、長
い
目
で
見
れ
ば
、漆
の

木
か
ら
取
る
天
然
漆
の
方
が
安
い
。な
ぜ
か
。

「
塗
っ
て
す
ぐ
の
と
き
は
、塗
師
が
見
て
も
出
来
栄
え
の

違
い
が
分
か
ら
な
い
ほ
ど
で
す
が
、　
年
、　
年
と
経
っ
た

と
き
に
違
い
が
出
て
き
ま
す
。仏
具
の
修
復
で
現
場
を

訪
れ
た
と
き
に
よ
く
感
じ
ま
す
。天
然
漆
で
あ
れ
ば

古
く
な
っ
て
も
ボ
ロ
く
は
な
り
ま
せ
ん
」

俊
之
さ
ん
は
自
信
を
持
って
話
す
。天
然
漆
は
、ラ
ッ
カ
ー
ゼ

と
呼
ば
れ
る
酵
素
の
働
き
で
時
間
を
か
け
て
均
質
に

硬
化
し
丈
夫
な
塗
膜
を
作
る
た
め
、人
工
漆
に
は
な
い

持
ち
の
良
さ
、そ
し
て
味
わ
い
が
あ
る
。牧
野
漆
工
芸
が

天
然
漆
だ
け
を
使
い
続
け
る
理
由
だ
。

を
し
な
が
ら
、最
終
的
に
は
先
代
の
塗
師
を
継
ぐ
こ
と

を
選
ん
だ
。「
継
い
で
良
か
っ
た
と
思
い
ま
す
よ
」と
話
す

新
一
さ
ん
の
姿
は
、ど
こ
か
嬉
し
そ
う
に
見
え
る
。

　
多
く
の
伝
統
工
芸
で「
こ
の
先
が
苦
し
い
」と
言
わ
れ
る
。

漆
塗
り
も
ご
多
分
に
漏
れ
ず
、ウ
レ
タ
ン
や
カ
シ
ュ
ー
で

作
る
安
価
な
人
工
漆
に
押
さ
れ
気
味
な
現
状
だ
。コロ
ナ

禍
も
あ
っ
て
寄
附
金
を
集
め
る
の
が
難
し
く
な
っ
た

お
寺
か
ら
す
れ
ば
、住
職
や
檀
家
に
よ
ほ
ど
の
想
い
が

な
い
限
り
、補
修
に
お
い
て
も
人
工
漆
が
選
ば
れ
る
と

い
う
現
実
が
あ
る
。し
か
し
、長
い
目
で
見
れ
ば
、漆
の

木
か
ら
取
る
天
然
漆
の
方
が
安
い
。な
ぜ
か
。

「
塗
っ
て
す
ぐ
の
と
き
は
、塗
師
が
見
て
も
出
来
栄
え
の

違
い
が
分
か
ら
な
い
ほ
ど
で
す
が
、　
年
、　
年
と
経
っ
た

と
き
に
違
い
が
出
て
き
ま
す
。仏
具
の
修
復
で
現
場
を

訪
れ
た
と
き
に
よ
く
感
じ
ま
す
。天
然
漆
で
あ
れ
ば

古
く
な
っ
て
も
ボ
ロ
く
は
な
り
ま
せ
ん
」

俊
之
さ
ん
は
自
信
を
持
って
話
す
。天
然
漆
は
、ラ
ッ
カ
ー
ゼ

と
呼
ば
れ
る
酵
素
の
働
き
で
時
間
を
か
け
て
均
質
に

硬
化
し
丈
夫
な
塗
膜
を
作
る
た
め
、人
工
漆
に
は
な
い

持
ち
の
良
さ
、そ
し
て
味
わ
い
が
あ
る
。牧
野
漆
工
芸
が

天
然
漆
だ
け
を
使
い
続
け
る
理
由
だ
。

20

50

60

（右）金閣再建時に使用していた
定盤と木べら。

「
若
い
人
が
専
門
学
校
で
伝
統
工
芸
を
学
ん
で
も
、雇
い

口
が
な
け
れ
ば
彼
ら
の
学
ん
で
き
た
技
術
を
生
か
す

場
所
が
な
く
、い
ず
れ
は
途
絶
え
て
し
ま
う
。家
具
や

イ
ン
テ
リ
ア
、さ
ら
に
は
ア
ー
ト
。今
ま
で
に
な
い
漆
工
芸

を
国
内
外
に
広
げ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、需
要
が
増
え

て
雇
用
も
増
や
し
て
い
け
る
で
し
ょ
う
。そ
れ
が
業
界
の

未
来
を
切
り
開
き
ま
す
」

　
受
け
継
い
だ
技
術
を
守
る
た
め
に
、そ
の
技
術
で
今

ま
で
の
漆
の
範
疇
を
越
え
て
い
く
。カ
ギ
は
現
状
維
持
で

は
な
く
新
た
な
価
値
の
創
造
。昂
太
さ
ん
が
今
の
新
一

さ
ん
の
年
齢
に
な
る
お
よ
そ
半
世
紀
後
、そ
の
カ
ギ
は

ど
ん
な
扉
を
開
く
だ
ろ
う
。塗
師
の
下
地
塗
り
の
よ
う
に
、

長
い
時
間
を
か
け
て
き
っ
と
価
値
を
証
明
す
る
は
ず
だ
。

「
若
い
人
が
専
門
学
校
で
伝
統
工
芸
を
学
ん
で
も
、雇
い

口
が
な
け
れ
ば
彼
ら
の
学
ん
で
き
た
技
術
を
生
か
す

場
所
が
な
く
、い
ず
れ
は
途
絶
え
て
し
ま
う
。家
具
や

イ
ン
テ
リ
ア
、さ
ら
に
は
ア
ー
ト
。今
ま
で
に
な
い
漆
工
芸

を
国
内
外
に
広
げ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、需
要
が
増
え

て
雇
用
も
増
や
し
て
い
け
る
で
し
ょ
う
。そ
れ
が
業
界
の

未
来
を
切
り
開
き
ま
す
」

　
受
け
継
い
だ
技
術
を
守
る
た
め
に
、そ
の
技
術
で
今

ま
で
の
漆
の
範
疇
を
越
え
て
い
く
。カ
ギ
は
現
状
維
持
で

は
な
く
新
た
な
価
値
の
創
造
。昂
太
さ
ん
が
今
の
新
一

さ
ん
の
年
齢
に
な
る
お
よ
そ
半
世
紀
後
、そ
の
カ
ギ
は

ど
ん
な
扉
を
開
く
だ
ろ
う
。塗
師
の
下
地
塗
り
の
よ
う
に
、

長
い
時
間
を
か
け
て
き
っ
と
価
値
を
証
明
す
る
は
ず
だ
。

卵 殻を使った
漆 塗りの花 器

「Flower base」
において、漆は
接着剤の役割
を果たしている。

（上）漆塗りのサンプルいろいろ。きれいすぎないデザインが
特に海外で受けているという。

（右）段ボールに漆塗りをして作ったオブジェ。
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二
代
目
か
ら
四
代
目
、

そ
れ
ぞ
れ
の
歩
み
で
塗
師
の
道
へ
。

漆
の
枠
組
み
を
越
え
る
こ
と
が
、

こ
れ
か
ら
の
漆
工
芸
が
生
き
残
る
カ
ギ
に
な
る
。

　
2
0
2
0
年
4
月
に
昂
太
さ
ん
が
入
社
し
て
以
来
、

牧
野
漆
工
芸
は
営
業
活
動
に
も
力
を
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

「
美
容
師
と
い
う
人
に
見
せ
る
仕
事
を
し
て
い
た
の
で
、

発
信
す
る
こ
と
の
大
切
さ
は
よ
く
感
じ
て
い
ま
し
た
。け
れ

ど
も
こ
こ
に
帰
っ
て
く
る
と
ホ
ー
ムペ
ー
ジ
も
S
N
S
も
な
い
。 

こ
の
状
況
は
ま
ず
い
な
と
。待
っ
て
い
る
だ
け
で
は
新
し
い

仕
事
は
来
ま
せ
ん
し
、漆
の
魅
力
を
外
に
伝
え
て
い
か

な
け
れ
ば
と
思
い
ま
し
た
」

　
こ
れ
ま
で
ほ
ぼ
仏
具
一
筋
で
名
を
上
げ
て
き
た
牧
野

家
が
、昂
太
さ
ん
を
先
頭
に
未
知
の
領
域
へ
踏
み
出
し

た
。同
年
8
月
、京
都
中
央
信
用
金
庫
が
展
開
す
る
建

築
・
イ
ン
テ
リ
ア
商
材
開
発
事
業
「
I
O
K

（Inspiration O
f K

yoto

）」に
参
画
。そ
の
後
の
展

示
会
へ
の
出
展
は
、新
規
案
件
の
受
注
や
デ
ザ
イ
ナ
ー

と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョン
の
足
が
か
り
に
な
っ
た
。東
京
に
あ

る
商
業
ビ
ル
の
最
上
階
住
居
に
漆
塗
り
の
家
具
を
納

入
し
た
り
、フ
ラ
ン
ス
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ

ン
で
卵
殻
を
使
っ
た
漆
塗
り
の
花
器
を
作
っ
た
り
。さ

ら
に
は
、段
ボ
ー
ル
や
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
と
いっ
た
木
以
外
の

素
材
に
も
漆
塗
り
を
す
る
な
ど
、実
用
の
枠
を
越
え
た

芸
術
性
の
あ
る
商
品
に
も
挑
戦
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
商
品
を
仏
具
以
外
の
世
界
に
持
っ
て
い
く

と
反
応
は
良
い
そ
う
だ
。そ
れ
が
業
界
に
と
って
の
明
る
い

希
望
だ
と
、昂
太
さ
ん
は
言
う
。

　
2
0
2
0
年
4
月
に
昂
太
さ
ん
が
入
社
し
て
以
来
、

牧
野
漆
工
芸
は
営
業
活
動
に
も
力
を
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

「
美
容
師
と
い
う
人
に
見
せ
る
仕
事
を
し
て
い
た
の
で
、

発
信
す
る
こ
と
の
大
切
さ
は
よ
く
感
じ
て
い
ま
し
た
。け
れ

ど
も
こ
こ
に
帰
っ
て
く
る
と
ホ
ー
ムペ
ー
ジ
も
S
N
S
も
な
い
。 

こ
の
状
況
は
ま
ず
い
な
と
。待
っ
て
い
る
だ
け
で
は
新
し
い

仕
事
は
来
ま
せ
ん
し
、漆
の
魅
力
を
外
に
伝
え
て
い
か

な
け
れ
ば
と
思
い
ま
し
た
」

　
こ
れ
ま
で
ほ
ぼ
仏
具
一
筋
で
名
を
上
げ
て
き
た
牧
野

家
が
、昂
太
さ
ん
を
先
頭
に
未
知
の
領
域
へ
踏
み
出
し

た
。同
年
8
月
、京
都
中
央
信
用
金
庫
が
展
開
す
る
建

築
・
イ
ン
テ
リ
ア
商
材
開
発
事
業
「
I
O
K

（Inspiration O
f K

yoto

）」に
参
画
。そ
の
後
の
展

示
会
へ
の
出
展
は
、新
規
案
件
の
受
注
や
デ
ザ
イ
ナ
ー

と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョン
の
足
が
か
り
に
な
っ
た
。東
京
に
あ

る
商
業
ビ
ル
の
最
上
階
住
居
に
漆
塗
り
の
家
具
を
納

入
し
た
り
、フ
ラ
ン
ス
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ

ン
で
卵
殻
を
使
っ
た
漆
塗
り
の
花
器
を
作
っ
た
り
。さ

ら
に
は
、段
ボ
ー
ル
や
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
と
いっ
た
木
以
外
の

素
材
に
も
漆
塗
り
を
す
る
な
ど
、実
用
の
枠
を
越
え
た

芸
術
性
の
あ
る
商
品
に
も
挑
戦
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
商
品
を
仏
具
以
外
の
世
界
に
持
っ
て
い
く

と
反
応
は
良
い
そ
う
だ
。そ
れ
が
業
界
に
と
って
の
明
る
い

希
望
だ
と
、昂
太
さ
ん
は
言
う
。

　
会
社
の
歴
史
は
1
9
8
5
年
に
独
立
し
た

代
表
取
締
役
会
長
の
新
一
さ
ん
か
ら
始
ま
る
が
、

「
塗
師
・
牧
野
家
」と
し
て
は
そ
の
父
・
新
吉
氏
に

始
ま
る
。職
人
と
し
て
会
社
勤
め
を
す
る
初
代
の

姿
を
見
て
二
代
目
・
新
一
さ
ん
は
育
っ
た
。

　
会
社
の
歴
史
は
1
9
8
5
年
に
独
立
し
た

代
表
取
締
役
会
長
の
新
一
さ
ん
か
ら
始
ま
る
が
、

「
塗
師
・
牧
野
家
」と
し
て
は
そ
の
父
・
新
吉
氏
に

始
ま
る
。職
人
と
し
て
会
社
勤
め
を
す
る
初
代
の

姿
を
見
て
二
代
目
・
新
一
さ
ん
は
育
っ
た
。

四代目 

牧野 昂太 氏
1997年生まれ。美容師専門学校に
進んだが、その道にきっぱり別れを告げ、
元々描いていた自身のビジョン通り
2020年4月に入社。営業やHP制作
など、牧野漆工芸の発信役を務め
ている。チーフマネージャー。

二代目  伝統工芸士 

牧野 新一 氏
1948年生まれ。35歳のときに塗師を目指そ
うと会社員を辞めて職人に弟子入り、2年
後に独立して「株式会社牧野漆工芸」を
創業。父・新吉氏とともに、鹿苑寺金閣
の「昭和の大修復」に携わった経験を
持つ。代表取締役会長。

三代目 

牧野 俊之 氏
1973年生まれ。高校卒業後、別
業界で勤めた後に19歳で家業に
入る。以来30年あまり職人として
最前線に立つ。代表取締役社長。

（左）スプレーで下地塗りをする
こともある。一気に厚くかけずに同じ
場所に薄く数回に分けて重ね塗り
をしていくのにも技術が必要だ。

「
手
は
漆
で
真
っ
黒
け
、朝
は
早
い
し
夜
も
遅
い
。継
ぐ
こ
と

は
考
え
て
い
な
か
っ
た
で
す
ね
」と
述
懐
す
る
。だ
か
ら

高
校
卒
業
後
は
ず
っ
と
別
業
界
で
サ
ラ
リ
ー
マン
を
し
て

い
た
が
、貴
重
な
技
術
を
受
け
継
ぐ
こ
と
の
意
義
を

感
じ
て
　
歳
で
退
職
し
、塗
師
の
道
へ
進
ん
だ
。も
ち
ろ
ん
、

伝
統
工
芸
の
世
界
で
は
だ
い
ぶ
遅
い
ス
タ
ー
ト
だ
。

　
当
時
小
学
生
だ
っ
た
三
代
目
・
俊
之
さ
ん
に
と
っ
て

は「
サ
ラ
リ
ー
マン
の
子
だ
と
思
っ
て
い
た
ら
、突
然
親
父

が
作
業
着
を
着
て
木
に
漆
塗
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。遅
く

ま
で
や
っ
て
い
ま
し
た
し
、全
然
い
い
イ
メ
ー
ジ
な
ん
て
な

かっ
た
」そ
う
だ
。し
か
し
、継
ぐ
な
ら
早
い
ほ
う
が
い
い
と

考
え
て
い
た
た
め
、2
年
ほ
ど
別
業
界
で
働
い
た
後
に

弱
冠
　
歳
で
家
業
に
入
っ
た
。「
今
思
え
ば
、若
い
と
き

に
も
う
少
し
遊
ん
で
お
け
ば
良
か
っ
た
で
す
ね
」と
笑
う
。

　
そ
し
て
、四
代
目
・
昂
太
さ
ん
。そ
の
経
歴
は
少
し
変

わ
っ
て
い
る
。高
校
生
の
と
き
に
は
家
業
を
継
ぐ
と
決
意

し
た
が
、そ
れ
ま
で
に
自
分
の
し
た
い
他
の
こ
と
を
す
る

た
め
に
美
容
師
専
門
学
校
に
進
学
し
て
い
る
。未
練
を
残

す
ま
い
と
、期
限
を
決
め
て
き
っ
ち
り
と
美
容
の
世
界
に

打
ち
込
ん
で
か
ら
家
に
戻
っ
た
と
い
う
。覚
悟
の
入
社
だ
。

　
　
代
も
含
め
て
三
代
の
職
人
が
現
役
で
活
躍
し
て

い
る
の
は
か
な
り
珍
し
い
。3
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
回
り
道

「
手
は
漆
で
真
っ
黒
け
、朝
は
早
い
し
夜
も
遅
い
。継
ぐ
こ
と

は
考
え
て
い
な
か
っ
た
で
す
ね
」と
述
懐
す
る
。だ
か
ら

高
校
卒
業
後
は
ず
っ
と
別
業
界
で
サ
ラ
リ
ー
マン
を
し
て

い
た
が
、貴
重
な
技
術
を
受
け
継
ぐ
こ
と
の
意
義
を

感
じ
て
　
歳
で
退
職
し
、塗
師
の
道
へ
進
ん
だ
。も
ち
ろ
ん
、

伝
統
工
芸
の
世
界
で
は
だ
い
ぶ
遅
い
ス
タ
ー
ト
だ
。

　
当
時
小
学
生
だ
っ
た
三
代
目
・
俊
之
さ
ん
に
と
っ
て

は「
サ
ラ
リ
ー
マン
の
子
だ
と
思
っ
て
い
た
ら
、突
然
親
父

が
作
業
着
を
着
て
木
に
漆
塗
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。遅
く

ま
で
や
っ
て
い
ま
し
た
し
、全
然
い
い
イ
メ
ー
ジ
な
ん
て
な

かっ
た
」そ
う
だ
。し
か
し
、継
ぐ
な
ら
早
い
ほ
う
が
い
い
と

考
え
て
い
た
た
め
、2
年
ほ
ど
別
業
界
で
働
い
た
後
に

弱
冠
　
歳
で
家
業
に
入
っ
た
。「
今
思
え
ば
、若
い
と
き

に
も
う
少
し
遊
ん
で
お
け
ば
良
か
っ
た
で
す
ね
」と
笑
う
。

　
そ
し
て
、四
代
目
・
昂
太
さ
ん
。そ
の
経
歴
は
少
し
変

わ
っ
て
い
る
。高
校
生
の
と
き
に
は
家
業
を
継
ぐ
と
決
意

し
た
が
、そ
れ
ま
で
に
自
分
の
し
た
い
他
の
こ
と
を
す
る

た
め
に
美
容
師
専
門
学
校
に
進
学
し
て
い
る
。未
練
を
残

す
ま
い
と
、期
限
を
決
め
て
き
っ
ち
り
と
美
容
の
世
界
に

打
ち
込
ん
で
か
ら
家
に
戻
っ
た
と
い
う
。覚
悟
の
入
社
だ
。

　
　
代
も
含
め
て
三
代
の
職
人
が
現
役
で
活
躍
し
て

い
る
の
は
か
な
り
珍
し
い
。3
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
回
り
道

漆工芸の工程を1枚の
長い木板で表現しており、
上半分が下地塗りの工程。
最終的には、はがき1枚分
ほどの厚さの層になる。

初代 牧野 新吉 氏
1915年生まれ。塗師として約65年勤め上げた。
生涯職人であり続けたという。
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を
し
な
が
ら
、最
終
的
に
は
先
代
の
塗
師
を
継
ぐ
こ
と

を
選
ん
だ
。「
継
い
で
良
か
っ
た
と
思
い
ま
す
よ
」と
話
す

新
一
さ
ん
の
姿
は
、ど
こ
か
嬉
し
そ
う
に
見
え
る
。

　
多
く
の
伝
統
工
芸
で「
こ
の
先
が
苦
し
い
」と
言
わ
れ
る
。

漆
塗
り
も
ご
多
分
に
漏
れ
ず
、ウ
レ
タ
ン
や
カ
シ
ュ
ー
で

作
る
安
価
な
人
工
漆
に
押
さ
れ
気
味
な
現
状
だ
。コロ
ナ

禍
も
あ
っ
て
寄
附
金
を
集
め
る
の
が
難
し
く
な
っ
た

お
寺
か
ら
す
れ
ば
、住
職
や
檀
家
に
よ
ほ
ど
の
想
い
が

な
い
限
り
、補
修
に
お
い
て
も
人
工
漆
が
選
ば
れ
る
と

い
う
現
実
が
あ
る
。し
か
し
、長
い
目
で
見
れ
ば
、漆
の

木
か
ら
取
る
天
然
漆
の
方
が
安
い
。な
ぜ
か
。

「
塗
っ
て
す
ぐ
の
と
き
は
、塗
師
が
見
て
も
出
来
栄
え
の

違
い
が
分
か
ら
な
い
ほ
ど
で
す
が
、　
年
、　
年
と
経
っ
た

と
き
に
違
い
が
出
て
き
ま
す
。仏
具
の
修
復
で
現
場
を

訪
れ
た
と
き
に
よ
く
感
じ
ま
す
。天
然
漆
で
あ
れ
ば

古
く
な
っ
て
も
ボ
ロ
く
は
な
り
ま
せ
ん
」

俊
之
さ
ん
は
自
信
を
持
って
話
す
。天
然
漆
は
、ラ
ッ
カ
ー
ゼ

と
呼
ば
れ
る
酵
素
の
働
き
で
時
間
を
か
け
て
均
質
に

硬
化
し
丈
夫
な
塗
膜
を
作
る
た
め
、人
工
漆
に
は
な
い

持
ち
の
良
さ
、そ
し
て
味
わ
い
が
あ
る
。牧
野
漆
工
芸
が

天
然
漆
だ
け
を
使
い
続
け
る
理
由
だ
。

を
し
な
が
ら
、最
終
的
に
は
先
代
の
塗
師
を
継
ぐ
こ
と

を
選
ん
だ
。「
継
い
で
良
か
っ
た
と
思
い
ま
す
よ
」と
話
す

新
一
さ
ん
の
姿
は
、ど
こ
か
嬉
し
そ
う
に
見
え
る
。

　
多
く
の
伝
統
工
芸
で「
こ
の
先
が
苦
し
い
」と
言
わ
れ
る
。

漆
塗
り
も
ご
多
分
に
漏
れ
ず
、ウ
レ
タ
ン
や
カ
シ
ュ
ー
で

作
る
安
価
な
人
工
漆
に
押
さ
れ
気
味
な
現
状
だ
。コロ
ナ

禍
も
あ
っ
て
寄
附
金
を
集
め
る
の
が
難
し
く
な
っ
た

お
寺
か
ら
す
れ
ば
、住
職
や
檀
家
に
よ
ほ
ど
の
想
い
が

な
い
限
り
、補
修
に
お
い
て
も
人
工
漆
が
選
ば
れ
る
と

い
う
現
実
が
あ
る
。し
か
し
、長
い
目
で
見
れ
ば
、漆
の

木
か
ら
取
る
天
然
漆
の
方
が
安
い
。な
ぜ
か
。

「
塗
っ
て
す
ぐ
の
と
き
は
、塗
師
が
見
て
も
出
来
栄
え
の

違
い
が
分
か
ら
な
い
ほ
ど
で
す
が
、　
年
、　
年
と
経
っ
た

と
き
に
違
い
が
出
て
き
ま
す
。仏
具
の
修
復
で
現
場
を

訪
れ
た
と
き
に
よ
く
感
じ
ま
す
。天
然
漆
で
あ
れ
ば

古
く
な
っ
て
も
ボ
ロ
く
は
な
り
ま
せ
ん
」

俊
之
さ
ん
は
自
信
を
持
って
話
す
。天
然
漆
は
、ラ
ッ
カ
ー
ゼ

と
呼
ば
れ
る
酵
素
の
働
き
で
時
間
を
か
け
て
均
質
に

硬
化
し
丈
夫
な
塗
膜
を
作
る
た
め
、人
工
漆
に
は
な
い

持
ち
の
良
さ
、そ
し
て
味
わ
い
が
あ
る
。牧
野
漆
工
芸
が

天
然
漆
だ
け
を
使
い
続
け
る
理
由
だ
。
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（右）金閣再建時に使用していた
定盤と木べら。

「
若
い
人
が
専
門
学
校
で
伝
統
工
芸
を
学
ん
で
も
、雇
い

口
が
な
け
れ
ば
彼
ら
の
学
ん
で
き
た
技
術
を
生
か
す

場
所
が
な
く
、い
ず
れ
は
途
絶
え
て
し
ま
う
。家
具
や

イ
ン
テ
リ
ア
、さ
ら
に
は
ア
ー
ト
。今
ま
で
に
な
い
漆
工
芸

を
国
内
外
に
広
げ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、需
要
が
増
え

て
雇
用
も
増
や
し
て
い
け
る
で
し
ょ
う
。そ
れ
が
業
界
の

未
来
を
切
り
開
き
ま
す
」

　
受
け
継
い
だ
技
術
を
守
る
た
め
に
、そ
の
技
術
で
今

ま
で
の
漆
の
範
疇
を
越
え
て
い
く
。カ
ギ
は
現
状
維
持
で

は
な
く
新
た
な
価
値
の
創
造
。昂
太
さ
ん
が
今
の
新
一

さ
ん
の
年
齢
に
な
る
お
よ
そ
半
世
紀
後
、そ
の
カ
ギ
は

ど
ん
な
扉
を
開
く
だ
ろ
う
。塗
師
の
下
地
塗
り
の
よ
う
に
、

長
い
時
間
を
か
け
て
き
っ
と
価
値
を
証
明
す
る
は
ず
だ
。

「
若
い
人
が
専
門
学
校
で
伝
統
工
芸
を
学
ん
で
も
、雇
い

口
が
な
け
れ
ば
彼
ら
の
学
ん
で
き
た
技
術
を
生
か
す

場
所
が
な
く
、い
ず
れ
は
途
絶
え
て
し
ま
う
。家
具
や

イ
ン
テ
リ
ア
、さ
ら
に
は
ア
ー
ト
。今
ま
で
に
な
い
漆
工
芸

を
国
内
外
に
広
げ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、需
要
が
増
え

て
雇
用
も
増
や
し
て
い
け
る
で
し
ょ
う
。そ
れ
が
業
界
の

未
来
を
切
り
開
き
ま
す
」

　
受
け
継
い
だ
技
術
を
守
る
た
め
に
、そ
の
技
術
で
今

ま
で
の
漆
の
範
疇
を
越
え
て
い
く
。カ
ギ
は
現
状
維
持
で

は
な
く
新
た
な
価
値
の
創
造
。昂
太
さ
ん
が
今
の
新
一

さ
ん
の
年
齢
に
な
る
お
よ
そ
半
世
紀
後
、そ
の
カ
ギ
は

ど
ん
な
扉
を
開
く
だ
ろ
う
。塗
師
の
下
地
塗
り
の
よ
う
に
、

長
い
時
間
を
か
け
て
き
っ
と
価
値
を
証
明
す
る
は
ず
だ
。

卵 殻を使った
漆 塗りの花 器

「Flower base」
において、漆は
接着剤の役割
を果たしている。

（上）漆塗りのサンプルいろいろ。きれいすぎないデザインが
特に海外で受けているという。

（右）段ボールに漆塗りをして作ったオブジェ。
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和
食
や
京
料
理
は
と
か
く
伝
統
と
い
う
言
葉
と

セ
ッ
ト
で
語
ら
れ
ま
す
が
、伝
統
を
後
世
に
残
せ
る

か
は
若
い
世
代
に
か
か
っ
て
い
ま
す
。そ
こ
で
力
を

入
れ
て
い
る
の
が
、食
育
に
よ
る
情
報
発
信
。京
都
市

と
連
携
し
て
実
施
し
て
い
る
京
料
理
親
子
文
化

体
験
事
業
で
は
、小
中
学
生
と
そ
の
保
護
者
を

当
店
に
お
招
き
し
、茶
懐
石
や
そ
の
周
辺
文
化
に

つ
い
て
解
説
し
た
う
え
で
、お
食
事
を
楽
し
ん
で

い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　丹
念
に
出
汁
を
ひ
き
、素
材
各
々
の
持
ち
味
を

経
営
者

列
伝

a
v i s i o n a r y
l e a d e r
V o l . 1 6

重
ん
じ
る
。繊
細
な
調
理
工
程
か
ら
し
て
、京
料
理

は
食
へ
の
感
受
性
を
育
む
の
に
格
好
の
教
材
で
す
。

そ
の
一
端
に
触
れ
る
こ
と
は
、目
の
前
に
出
さ
れ

た
料
理
を
読
み
解
き
、少
し
で
も
多
く
の
情
報
を

引
き
出
す
習
慣
に
も
つ
な
が
る
は
ず
。直
感
的
な

「
お
い
し
い
」「
き
れ
い
」か
ら
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
だ

価
値
が
見
え
る
よ
う
に
な
れ
ば
、食
生
活
へ
の
意
識

も
お
の
ず
と
高
ま
る
と
思
い
ま
す
。食
の
喜
び
を

左
右
す
る
の
は
写
真
映
え
で
も
星
の
数
で
も
な
く
、

何
よ
り
自
ら
の
感
性
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　も
っ
と
も
、こ
う
し
た
考
え
は
経
営
の
観
点
か
ら

す
れ
ば
遠
回
り
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。で
す
が
、七
五
三

の
お
祝
い
で
い
ら
し
た
お
子
さ
ま
が
、今
度
は
我

が
子
の
七
五
三
で
当
店
を
利
用
さ
れ
る
ケ
ー
ス

が
あ
る
よ
う
に
、ハ
レ
の
日
に
関
わ
る
私
ど
も
の
商
売

は
長
期
ス
パ
ン
で
物
事
を
考
え
る
の
が
常
。い
つ
も

そ
こ
に
あ
る
店
、記
憶
に
残
る
店
と
し
て
の
気
構
え

は
忘
れ
ず
に
い
た
い
も
の
で
す
。

　当
主
を
継
承
し
て
か
ら
は
新
た
な
取
り
組
み
も

進
め
て
き
ま
し
た
。2
0
1
8
年
に
は
約

　年
ぶ
り

の
東
京
再
出
店
を
果
た
し
、首
都
圏
の
近
郊
野
菜

も
盛
り
込
ん
だ「
京
料
理
」を
お
出
し
し
て
い
ま
す
。

食
材
の
産
地
以
上
に
重
要
な
の
は
、瓢
亭
の
フ
ィ

ル
タ
ー
を
通
し
て
い
か
に
京
都
を
感
じ
て
い
た
だ

け
る
か
。父
は「
瓢
亭
の
垣
根
か
ら
片
足
だ
け
ひ
ょい

は
長
期
ス
パ
ン
で
物
事
を
考
え
る
の
が
常
。い
つ
も

そ
こ
に
あ
る
店
、記
憶
に
残
る
店
と
し
て
の
気
構
え

は
忘
れ
ず
に
い
た
い
も
の
で
す
。

　当
主
を
継
承
し
て
か
ら
は
新
た
な
取
り
組
み
も

進
め
て
き
ま
し
た
。2
0
1
8
年
に
は
約

　年
ぶ
り

の
東
京
再
出
店
を
果
た
し
、首
都
圏
の
近
郊
野
菜

も
盛
り
込
ん
だ「
京
料
理
」を
お
出
し
し
て
い
ま
す
。

食
材
の
産
地
以
上
に
重
要
な
の
は
、瓢
亭
の
フ
ィ

ル
タ
ー
を
通
し
て
い
か
に
京
都
を
感
じ
て
い
た
だ

け
る
か
。父
は「
瓢
亭
の
垣
根
か
ら
片
足
だ
け
ひ
ょい

技
と
知
恵
と
を
巡
ら
せ
て

京
料
理
を
よ
り
豊
穣
な
文
化
に

株
式
会
社 

瓢
亭

株
式
会
社 

瓢
亭

代
表
取
締
役 

会
長 

髙
橋 

英
一 

氏（
左
）　
代
表
取
締
役 

社
長 

髙
橋 

義
弘 

氏（
右
）

代
表
取
締
役 

会
長 

髙
橋 

英
一 

氏（
左
）　
代
表
取
締
役 

社
長 

髙
橋 

義
弘 

氏（
右
）

次
の
時
代
に
通
用
す
る〝
伝
統
〞を

不
易
流
行
の
心
は
受
け
継
が
れ
る

早
い
も
の
で
、和
食
が
ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
文
化
遺
産

に
登
録
さ
れ
て

　年
近
く
。朝
が
ゆ
や
瓢
亭
玉
子
で

つ
と
に
有
名
な
南
禅
寺
畔
の
瓢
亭
は
、常
に
日
本
が

世
界
に
誇
る
伝
統
文
化
の
先
頭
を
走
っ
て
き
た
。

と
は
い
え
、時
代
は
移
り
変
わ
る
。料
理
そ
の
も
の

だ
け
で
な
く
、座
敷
で
の
凜
と
し
た
所
作
や
折
々
の

し
つ
ら
え
あ
っ
て
の
和
食
だ
が
、名
の
知
れ
た
料
亭

の
な
か
に
も
テ
ー
ブ
ル
席
の
み
の
店
が
増
え
、食
の

あ
り
方
さ
え
も
が
ボ
ー
ダ
レ
ス
化
し
て
き
た
。そ
ん
な

現
状
を
押
し
も
押
さ
れ
も
せ
ぬ
京
料
理
の
中
心

人
物
は
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
、そ
し
て
何
を
な

そ
う
と
し
て
い
る
の
か
。
　代
当
主
の
髙
橋
義
弘

氏
に
話
を
伺
っ
た
。

京
に
息
づ
く
食
文
化
を
知
れ
ば

「
お
い
し
い
」が
よ
り
色
濃
く
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▲疏水が流れ込む庭園を抜けて茶室に向かう間にも、どこか清新な気持ちに。
　5つの茶室はいずれも離れ座敷で、もっとも古いものは築400年を数える。
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瓢亭 京都本店 / 株式会社 瓢亭
〒606-8437　京都市左京区南禅寺草川町35

TEL：075-771-4116
URL：http://hyotei.co.jp

▲明治期に入り、料亭に衣替えして間もなく供されるようになった瓢亭玉子。
　かつては庭園で飼育した鶏の卵を提供していたという。

　
先
代
当
主
の
英
一
氏
は
　
年
代

か
ら
　
年
代
に
か
け
て
、歴
史
に
埋
も

れ
つつ
あ
っ
た
京
野
菜
の
掘
り
起
こ
し
に

尽
く
し
た
人
物
だ
。「
当
時
の
野
菜
は

形
も
き
れ
い
で
傷
も
な
い
。た
だ
、お
い

し
く
な
か
っ
た
ん
で
す
。そ
れ
に
比
べ
て
、

子
ど
も
の
こ
ろ
に
食
べ
た
山
科
の
野
菜

は
不
揃
い
だ
け
ど
お
い
し
く
て
ね
」。童
心

に
も
そ
れ
と
分
か
る
味
の
記
憶
が
原
動

力
に
な
っ
た
。役
所
や
市
場
関
係
者
に

話
を
持
ち
込
む
も
当
初
は
空
振
り
続
き
。

そ
れ
で
も
め
げ
ず
、生
産
者
と
連
携
し

た
講
習
会
や
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョン
で

周
知
を
図
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、メ
デ
ィ
ア

が
盛
ん
に
取
り
上
げ
て
火
が
つ
い
た
。

言
わ
ず
と
知
れ
た
ブ
ラ
ン
ド
野
菜
が

現
在
の
地
位
を
得
る
ま
で
に
は
、老
舗

当
主
の
泥
臭
い
努
力
が
あ
っ
た
の
だ
。

　「
生
涯
包
丁
を
握
り
続
け
る
の
が
変
わ

ら
ぬ
夢
」と
語
る
通
り
、傘
寿
を
過
ぎ

た
今
も
料
理
教
室
や
講
演
で
全
国
を

飛
び
回
る
。バ
イ
タ
リ
テ
ィ
の
源
泉
を

問
え
ば「
た
だ
好
き
な
だ
け
」。ひ
ょ
う

ひ
ょ
う
と
し
た
答
え
の
な
か
に
も
、確
か

な
気
骨
が
感
じ
ら
れ
た
。

京
野
菜
再
興
に
尽
力

先
代
当
主
は
生
涯
現
役
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料理屋に移行
山縣有朋、品川弥二郎ら有力者が訪れるように

朝がゆの提供を開始

髙橋英一が14代当主に就任

髙橋英一が京都府無形文化財の保持者に認定

髙橋義弘が15代当主に就任

東京ミッドタウン日比谷に日比谷店を開店
髙橋英一が旭日小綬章を受章

コロナ禍を受け、クラウドファンディングを活用して鯛ラーメンを開発

京料理技術保存会が発足、髙橋英一が会長に就任

沿革

江戸初期

1837年

1868年

1967年

2013年

2015年

2018年

2020年

2022年

私
ど
も
が
南
禅
寺
の
境
内
に
茶
屋
と
し
て
店

を
開
い
て
4
0
0
年
以
上
に
な
り
ま
す
。そ
の
間
、

数
え
き
れ
な
い
お
客
さ
ま
に
ご
ひ
い
き
い
た
だ
き
、

ま
た
育
て
ら
れ
て
き
ま
し
た
。私
が
当
主
を
引
き

継
い
だ
の
は
2
0
1
5
年
。父
も
そ
う
で
し
た
が
、

店
を
任
さ
れ
る
こ
と
に
特
別
気
負
い
が
あ
っ
た

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。幼
少
期
か
ら
調
理
人
や

仲
居
さ
ん
に
か
わ
い
が
ら
れ
て
い
る
と
、不
思
議
と

指
図
さ
れ
ず
と
も
そ
の
気
に
な
る
も
の
で
す
。

実
際
に
父
か
ら
代
替
わ
り
し
て
も
、気
持
ち
に
大

き
な
変
化
は
な
か
っ
た
で
す
ね
。か
つ
て
従
業
員
が

住
み
込
み
で
働
い
て
い
た
名
残
も
あ
っ
て
か
、家
族

的
な
雰
囲
気
の
な
か
で
徐
々
に
当
主
と
し
て
の

振
る
舞
い
が
身
に
つ
く
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
。祖
父

の
急
逝
に
伴
い

　代
で
店
を
継
い
だ
父
と
違
い
、

準
備
期
間
が
あ
っ
た
の
も
恵
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

た
だ
、京
料
理
を
取
り
巻
く
環
境
は
大
き
く

変
化
し
た
と
感
じ
ま
す
。ま
ず
食
文
化
そ
れ
自
体

が
拡
大
し
て
き
て
い
る
。和
食
、フ
レ
ン
チ
、中
華

と
い
っ
た
垣
根
が
あ
い
ま
い
に
な
り
、互
い
に
ク
ロ
ス

オ
ー
バ
ー
す
る
の
が
当
た
り
前
の
時
代
で
す
。決

し
て
悪
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、た
と
え
ば

「
和
食
出
身
の
シ
ェ
フ
が
手
が
け
る
フ
レ
ン
チ
」に
散
り

ば
め
ら
れ
た
創
意
工
夫
を
理
解
し
て
食
べ
る
の
と
、

そ
う
で
な
い
の
と
で
は
体
験
の
意
味
が
ま
っ
た
く

異
な
り
ま
す
。自
分
が
口
に
運
ぶ
も
の
の
背
景
が

見
え
れ
ば
、食
は
も
っ
と
楽
し
く
豊
か
な
も
の
に

な
り
ま
す
が
、そ
れ
は
個
人
の
経
験
や
知
識
に
依
存

し
て
い
る
た
め
、人
に
よ
っ
て
見
え
方
も
異
な
っ
て

く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

と
出
す
」と
冗
談
め
か
し
つ
つ
、和
洋
の
要
素
を

織
り
交
ぜ
た
献
立
の
数
々
を
考
案
し
て
き
ま
し
た

が
、決
し
て
本
質
は
曲
げ
な
か
っ
た
。機
内
食
や

贈
答
品
の
監
修
、巣
ご
も
り
需
要
を
見
越
し
た

鯛
ラ
ー
メ
ン
の
開
発
と
い
っ
た
新
事
業
に
も
、同
じ

精
神
が
息
づ
い
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
時
代
に
合
わ
せ
た
変
化
を
い
と
わ

な
い
の
も
、よ
り
多
く
の
方
に
関
心
を
向
け
て
い
た

だ
き
た
い
が
ゆ
え
。文
化
遺
産
、文
化
財
と
い
う

冠
は
、和
食
文
化
の
維
持
が
難
し
く
な
っ
て
い
る

こ
と
の
裏
返
し
で
も
あ
り
、危
機
感
を
覚
え
ま
す
。

で
す
が
、私
た
ち
に
は
長
い
歴
史
の
中
で
培
っ
て

き
た「
コ
ン
テ
ン
ツ
」が
あ
る
。そ
の
循
環
の
方
法
を

絶
え
ず
模
索
し
な
が
ら
、も
う
一
段
上
の
文
化
度

を
目
指
し
た
い
で
す
ね
。

多
様
な
食
が
交
錯
す
る
時
代
は

食
べ
る
喜
び
を
も
変
え
た
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和
食
や
京
料
理
は
と
か
く
伝
統
と
い
う
言
葉
と

セ
ッ
ト
で
語
ら
れ
ま
す
が
、伝
統
を
後
世
に
残
せ
る

か
は
若
い
世
代
に
か
か
っ
て
い
ま
す
。そ
こ
で
力
を

入
れ
て
い
る
の
が
、食
育
に
よ
る
情
報
発
信
。京
都
市

と
連
携
し
て
実
施
し
て
い
る
京
料
理
親
子
文
化

体
験
事
業
で
は
、小
中
学
生
と
そ
の
保
護
者
を

当
店
に
お
招
き
し
、茶
懐
石
や
そ
の
周
辺
文
化
に

つ
い
て
解
説
し
た
う
え
で
、お
食
事
を
楽
し
ん
で

い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　丹
念
に
出
汁
を
ひ
き
、素
材
各
々
の
持
ち
味
を

経
営
者

列
伝

a
v i s i o n a r y
l e a d e r
V o l . 1 6

重
ん
じ
る
。繊
細
な
調
理
工
程
か
ら
し
て
、京
料
理

は
食
へ
の
感
受
性
を
育
む
の
に
格
好
の
教
材
で
す
。

そ
の
一
端
に
触
れ
る
こ
と
は
、目
の
前
に
出
さ
れ

た
料
理
を
読
み
解
き
、少
し
で
も
多
く
の
情
報
を

引
き
出
す
習
慣
に
も
つ
な
が
る
は
ず
。直
感
的
な

「
お
い
し
い
」「
き
れ
い
」か
ら
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
だ

価
値
が
見
え
る
よ
う
に
な
れ
ば
、食
生
活
へ
の
意
識

も
お
の
ず
と
高
ま
る
と
思
い
ま
す
。食
の
喜
び
を

左
右
す
る
の
は
写
真
映
え
で
も
星
の
数
で
も
な
く
、

何
よ
り
自
ら
の
感
性
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　も
っ
と
も
、こ
う
し
た
考
え
は
経
営
の
観
点
か
ら

す
れ
ば
遠
回
り
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。で
す
が
、七
五
三

の
お
祝
い
で
い
ら
し
た
お
子
さ
ま
が
、今
度
は
我

が
子
の
七
五
三
で
当
店
を
利
用
さ
れ
る
ケ
ー
ス

が
あ
る
よ
う
に
、ハ
レ
の
日
に
関
わ
る
私
ど
も
の
商
売

は
長
期
ス
パ
ン
で
物
事
を
考
え
る
の
が
常
。い
つ
も

そ
こ
に
あ
る
店
、記
憶
に
残
る
店
と
し
て
の
気
構
え

は
忘
れ
ず
に
い
た
い
も
の
で
す
。

　当
主
を
継
承
し
て
か
ら
は
新
た
な
取
り
組
み
も

進
め
て
き
ま
し
た
。2
0
1
8
年
に
は
約

　年
ぶ
り

の
東
京
再
出
店
を
果
た
し
、首
都
圏
の
近
郊
野
菜

も
盛
り
込
ん
だ「
京
料
理
」を
お
出
し
し
て
い
ま
す
。

食
材
の
産
地
以
上
に
重
要
な
の
は
、瓢
亭
の
フ
ィ

ル
タ
ー
を
通
し
て
い
か
に
京
都
を
感
じ
て
い
た
だ

け
る
か
。父
は「
瓢
亭
の
垣
根
か
ら
片
足
だ
け
ひ
ょい

は
長
期
ス
パ
ン
で
物
事
を
考
え
る
の
が
常
。い
つ
も

そ
こ
に
あ
る
店
、記
憶
に
残
る
店
と
し
て
の
気
構
え

は
忘
れ
ず
に
い
た
い
も
の
で
す
。

　当
主
を
継
承
し
て
か
ら
は
新
た
な
取
り
組
み
も

進
め
て
き
ま
し
た
。2
0
1
8
年
に
は
約

　年
ぶ
り

の
東
京
再
出
店
を
果
た
し
、首
都
圏
の
近
郊
野
菜

も
盛
り
込
ん
だ「
京
料
理
」を
お
出
し
し
て
い
ま
す
。

食
材
の
産
地
以
上
に
重
要
な
の
は
、瓢
亭
の
フ
ィ

ル
タ
ー
を
通
し
て
い
か
に
京
都
を
感
じ
て
い
た
だ

け
る
か
。父
は「
瓢
亭
の
垣
根
か
ら
片
足
だ
け
ひ
ょい

技
と
知
恵
と
を
巡
ら
せ
て

京
料
理
を
よ
り
豊
穣
な
文
化
に

株
式
会
社 

瓢
亭

株
式
会
社 

瓢
亭

代
表
取
締
役 

会
長 

髙
橋 

英
一 

氏（
左
）　
代
表
取
締
役 

社
長 

髙
橋 

義
弘 

氏（
右
）

代
表
取
締
役 

会
長 

髙
橋 

英
一 

氏（
左
）　
代
表
取
締
役 

社
長 

髙
橋 

義
弘 

氏（
右
）

次
の
時
代
に
通
用
す
る〝
伝
統
〞を

不
易
流
行
の
心
は
受
け
継
が
れ
る

早
い
も
の
で
、和
食
が
ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
文
化
遺
産

に
登
録
さ
れ
て

　年
近
く
。朝
が
ゆ
や
瓢
亭
玉
子
で

つ
と
に
有
名
な
南
禅
寺
畔
の
瓢
亭
は
、常
に
日
本
が

世
界
に
誇
る
伝
統
文
化
の
先
頭
を
走
っ
て
き
た
。

と
は
い
え
、時
代
は
移
り
変
わ
る
。料
理
そ
の
も
の

だ
け
で
な
く
、座
敷
で
の
凜
と
し
た
所
作
や
折
々
の

し
つ
ら
え
あ
っ
て
の
和
食
だ
が
、名
の
知
れ
た
料
亭

の
な
か
に
も
テ
ー
ブ
ル
席
の
み
の
店
が
増
え
、食
の

あ
り
方
さ
え
も
が
ボ
ー
ダ
レ
ス
化
し
て
き
た
。そ
ん
な

現
状
を
押
し
も
押
さ
れ
も
せ
ぬ
京
料
理
の
中
心

人
物
は
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
、そ
し
て
何
を
な

そ
う
と
し
て
い
る
の
か
。
　代
当
主
の
髙
橋
義
弘

氏
に
話
を
伺
っ
た
。

京
に
息
づ
く
食
文
化
を
知
れ
ば

「
お
い
し
い
」が
よ
り
色
濃
く

10
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▲疏水が流れ込む庭園を抜けて茶室に向かう間にも、どこか清新な気持ちに。
　5つの茶室はいずれも離れ座敷で、もっとも古いものは築400年を数える。
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先
代
当
主
の
英
一
氏
は
　
年
代

か
ら
　
年
代
に
か
け
て
、歴
史
に
埋
も

れ
つつ
あ
っ
た
京
野
菜
の
掘
り
起
こ
し
に

尽
く
し
た
人
物
だ
。「
当
時
の
野
菜
は

形
も
き
れ
い
で
傷
も
な
い
。た
だ
、お
い

し
く
な
か
っ
た
ん
で
す
。そ
れ
に
比
べ
て
、

子
ど
も
の
こ
ろ
に
食
べ
た
山
科
の
野
菜

は
不
揃
い
だ
け
ど
お
い
し
く
て
ね
」。童
心

に
も
そ
れ
と
分
か
る
味
の
記
憶
が
原
動

力
に
な
っ
た
。役
所
や
市
場
関
係
者
に

話
を
持
ち
込
む
も
当
初
は
空
振
り
続
き
。

そ
れ
で
も
め
げ
ず
、生
産
者
と
連
携
し

た
講
習
会
や
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョン
で

周
知
を
図
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、メ
デ
ィ
ア

が
盛
ん
に
取
り
上
げ
て
火
が
つ
い
た
。

言
わ
ず
と
知
れ
た
ブ
ラ
ン
ド
野
菜
が

現
在
の
地
位
を
得
る
ま
で
に
は
、老
舗

当
主
の
泥
臭
い
努
力
が
あ
っ
た
の
だ
。

　「
生
涯
包
丁
を
握
り
続
け
る
の
が
変
わ

ら
ぬ
夢
」と
語
る
通
り
、傘
寿
を
過
ぎ

た
今
も
料
理
教
室
や
講
演
で
全
国
を

飛
び
回
る
。バ
イ
タ
リ
テ
ィ
の
源
泉
を

問
え
ば「
た
だ
好
き
な
だ
け
」。ひ
ょ
う

ひ
ょ
う
と
し
た
答
え
の
な
か
に
も
、確
か

な
気
骨
が
感
じ
ら
れ
た
。

京
野
菜
再
興
に
尽
力

先
代
当
主
は
生
涯
現
役
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1837年

1868年

1967年

2013年

2015年

2018年

2020年

2022年

私
ど
も
が
南
禅
寺
の
境
内
に
茶
屋
と
し
て
店

を
開
い
て
4
0
0
年
以
上
に
な
り
ま
す
。そ
の
間
、

数
え
き
れ
な
い
お
客
さ
ま
に
ご
ひ
い
き
い
た
だ
き
、

ま
た
育
て
ら
れ
て
き
ま
し
た
。私
が
当
主
を
引
き

継
い
だ
の
は
2
0
1
5
年
。父
も
そ
う
で
し
た
が
、

店
を
任
さ
れ
る
こ
と
に
特
別
気
負
い
が
あ
っ
た

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。幼
少
期
か
ら
調
理
人
や

仲
居
さ
ん
に
か
わ
い
が
ら
れ
て
い
る
と
、不
思
議
と

指
図
さ
れ
ず
と
も
そ
の
気
に
な
る
も
の
で
す
。

実
際
に
父
か
ら
代
替
わ
り
し
て
も
、気
持
ち
に
大

き
な
変
化
は
な
か
っ
た
で
す
ね
。か
つ
て
従
業
員
が

住
み
込
み
で
働
い
て
い
た
名
残
も
あ
っ
て
か
、家
族

的
な
雰
囲
気
の
な
か
で
徐
々
に
当
主
と
し
て
の

振
る
舞
い
が
身
に
つ
く
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
。祖
父

の
急
逝
に
伴
い

　代
で
店
を
継
い
だ
父
と
違
い
、

準
備
期
間
が
あ
っ
た
の
も
恵
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

た
だ
、京
料
理
を
取
り
巻
く
環
境
は
大
き
く

変
化
し
た
と
感
じ
ま
す
。ま
ず
食
文
化
そ
れ
自
体

が
拡
大
し
て
き
て
い
る
。和
食
、フ
レ
ン
チ
、中
華

と
い
っ
た
垣
根
が
あ
い
ま
い
に
な
り
、互
い
に
ク
ロ
ス

オ
ー
バ
ー
す
る
の
が
当
た
り
前
の
時
代
で
す
。決

し
て
悪
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、た
と
え
ば

「
和
食
出
身
の
シ
ェ
フ
が
手
が
け
る
フ
レ
ン
チ
」に
散
り

ば
め
ら
れ
た
創
意
工
夫
を
理
解
し
て
食
べ
る
の
と
、

そ
う
で
な
い
の
と
で
は
体
験
の
意
味
が
ま
っ
た
く

異
な
り
ま
す
。自
分
が
口
に
運
ぶ
も
の
の
背
景
が

見
え
れ
ば
、食
は
も
っ
と
楽
し
く
豊
か
な
も
の
に

な
り
ま
す
が
、そ
れ
は
個
人
の
経
験
や
知
識
に
依
存

し
て
い
る
た
め
、人
に
よ
っ
て
見
え
方
も
異
な
っ
て

く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

と
出
す
」と
冗
談
め
か
し
つ
つ
、和
洋
の
要
素
を

織
り
交
ぜ
た
献
立
の
数
々
を
考
案
し
て
き
ま
し
た

が
、決
し
て
本
質
は
曲
げ
な
か
っ
た
。機
内
食
や

贈
答
品
の
監
修
、巣
ご
も
り
需
要
を
見
越
し
た

鯛
ラ
ー
メ
ン
の
開
発
と
い
っ
た
新
事
業
に
も
、同
じ

精
神
が
息
づ
い
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
時
代
に
合
わ
せ
た
変
化
を
い
と
わ

な
い
の
も
、よ
り
多
く
の
方
に
関
心
を
向
け
て
い
た

だ
き
た
い
が
ゆ
え
。文
化
遺
産
、文
化
財
と
い
う

冠
は
、和
食
文
化
の
維
持
が
難
し
く
な
っ
て
い
る

こ
と
の
裏
返
し
で
も
あ
り
、危
機
感
を
覚
え
ま
す
。

で
す
が
、私
た
ち
に
は
長
い
歴
史
の
中
で
培
っ
て

き
た「
コ
ン
テ
ン
ツ
」が
あ
る
。そ
の
循
環
の
方
法
を

絶
え
ず
模
索
し
な
が
ら
、も
う
一
段
上
の
文
化
度

を
目
指
し
た
い
で
す
ね
。

多
様
な
食
が
交
錯
す
る
時
代
は

食
べ
る
喜
び
を
も
変
え
た

20
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　木工芸は、木材のどの部分を使ってどう
組み合わせるかという「木取り」で８割が決
まるといわれます。時には色合いや木目が
異なる木を組み合わせて、一つの〝景色を
つくる〟という感覚です。木の並び方次第
でちぐはぐになることもあれば、ユニークな
デザインが生まれることもある。木取りも
一つの技術といって良いかもしれません。
一生飽きがこない家具を作るためには、伝統
工芸の一点物のように、商品ではなく作品
と呼べるクオリティが必要です。一方で、
家具作りを生業としている以上は、量産可能
なデザインにもしなければなりません。その
ため常に、微調整を繰り返しながらデザイン
を育てています。
　工房をセルフビルドした経験も生かして、
今後は建築造作にも注力していく予定で
す。デザインが限定されやすくバリエーショ
ンも少ないキッチンなどの内装も、伝統と
モダンを融合したデザインによって深化し
ていきたいと考えています。

伝統工芸のクオリティと
量産性を両立する
代表 朝倉 亨 氏

「
量
販
店
で
お
手
頃
な
家
具
が
簡
単
に
手
に
入

る
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、壊
れ
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、

一
生
飽
き
が
こ
な
い
デ
ザ
イ
ン
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

そ
の
時
、伝
統
を
重
ん
じ
す
ぎ
る
と
今
の
暮
ら
し
に

合
わ
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
し
、モ
ダ
ン
な

Vol.17Vol.17
こ 
の 

企 

業 

に

こ 
の

あ 

り

技

　
木
の
芳
し
い
香
り
に
満
た
さ
れ
た
工
房
の
中
、

一
人
の
職
人
が
椅
子
の
座
面
と
思
し
き
木
の
板
に

鉋
を
か
け
て
い
る
。制
作
途
中
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
表
面
は
驚
く
ほ
ど
滑
ら
か
だ
。ヤ
ス
リ
で

磨
き
な
が
ら
整
形
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
…
。

　「
木
工
品
と
い
え
ば
ヤ
ス
リ
で
表
面
を
整
え
る

イ
メ
ー
ジ
が
強
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、う
ち
で
は

ほ
ぼ
使
い
ま
せ
ん
。鉋
な
ど
の
刃
物
で
仕
上
げ
て

い
ま
す
」と
話
す
の
は「
京
都
炭
山
朝
倉
木
工
」の

代
表
を
務
め
る
朝
倉
亨
さ
ん
だ
。刃
物
で
切
っ
て

成
形
す
る
た
め
木
の
繊
維
を
乱
す
こ
と
が
な
く
、

故
に
長
持
ち
す
る
の
だ
と
い
う
。日
本
の
伝
統

技
法
と
モ
ダ
ン
デ
ザ
イ
ン
を
融
合
し
、〝
世
代
を

超
え
て
使
え
る
家
具
〞を
作
る
技
術
と
は
。

〒601-1395
京都府宇治市炭山堂ノ元23-3 
TEL : 0774-39-8095

セ
ル
フ
ビ
ル
ド
の

工
房
か
ら
生
み
だ
さ
れ
る

唯
一
無
二
の
手
仕
事

京
都
府
宇
治
市
炭
山
。京
焼
・
清
水
焼
の
工
房
が

集
ま
る
も
の
づ
く
り
の
町
に「
京
都
炭
山
朝
倉
木
工
」

は
あ
る
。工
房
兼
自
宅
兼
シ
ョ
ー
ル
ー
ム
だ
と
い
う

木
造
２
階
建
て
の
住
居
は
、朝
倉
さ
ん
が
セ
ル
フ

ビ
ル
ド
し
た
も
の
だ
。建
て
て
い
る
様
子
を
発
信

し
た
と
こ
ろ
耳
目
を
集
め
、工
房
が
完
成
し
た
時

に
は
何
件
か
注
文
が
入
っ
て
い
た
と
い
う
か
ら
、そ
の

経
営
手
腕
に
感
服
す
る
。京
都
の
大
学
で
伝
統
的

な
木
工
芸
を
学
ん
だ
朝
倉
さ
ん
は
卒
業
後
、東
京
の

家
具
ブ
ラ
ン
ド
に
就
職
。８
年
間
勤
め
る
中
で
モ
ダ
ン

デ
ザ
イ
ン
の
家
具
製
作
を
経
験
し
、２
０
０
９
年
に

こ
の
地
で
自
分
の
工
房
を
開
い
た
。

京都炭山朝倉木工
KYOTO SUMIYAMA ASAKURA MOKKOU

デ
ザ
イ
ン
を
追
求
す
る
と
年
を
取
っ
て
か
ら『
今
の

自
分
に
は
合
わ
な
い
な
』と
い
う
感
覚
の
ズ
レ
を
生

じ
て
し
ま
い
ま
す
。大
学
で
学
ん
だ
伝
統
的
・
古
典

的
デ
ザ
イ
ン
と
、東
京
の
会
社
で
経
験
し
た
モ
ダ
ン

デ
ザ
イ
ン
。二
つ
の
要
素
を
融
合
す
る
こ
と
で
、長
く

ご
満
足
い
た
だ
け
る
家
具
が
作
れ
る
ん
で
す
」

〝
木
の
ル
ー
ル
〞が
、

デ
ザ
イ
ン
を
決
め
る

朝
倉
さ
ん
の
工
房
で
は
、仕
上
げ
ま
で
刃
物
し
か

用
い
な
い
の
が
特
徴
だ
が
、そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

素
材
に
無
垢
の
木
だ
け
を
使
っ
て
い
る
の
も
こ
だ
わ
り

の
一
つ
だ
。し
か
し
、自
然
に
近
い
無
垢
材
に
は
吸
放

湿
性
が
あ
り
、湿
度
に
よ
っ
て
繊
維
と
垂
直
方
向
に

約
１
％
伸
縮
す
る
。家
具
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
際
に
は

そ
の
特
性
を
踏
ま
え
、木
材
の
組
み
合
わ
せ
方
を

考
え
て
い
く
。当
然
、強
度
の
高
い
構
造
に
も
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、無
垢
材
を
使
う
こ
と
に
よ
る

使
い
込
む
ほ
ど
に

〝
古
美
て
い
く
〞

も
の
づ
く
り
の
神
髄

ふ
る
　
　
び

ほ
ぞ 丸みを帯びた部分にも、目を凝らせば鉋の形跡が見て取れる。技術が

デザインになっている好例だ。

制
約
は
多
い
。「〝
木
の
ル
ー
ル
〞に
則
っ
て
設
計
す
る
。

そ
れ
が
例
え
ば
、椅
子
な
ど
に
は
釘
を
使
わ
ず
、枘
と

呼
ば
れ
る
加
工
の
み
で
組
む
、と
い
っ
た
技
術
と
し
て

表
れ
て
く
る
ん
で
す
」と
朝
倉
さ
ん
。金
属
を
使
う

こ
と
に
よ
る
木
の
摩
耗
を
防
ぐ
＝
構
造
強
度
を

高
め
る
た
め
の
技
術
が
、結
果
的
に
、量
産
品
に
は
な
い

デ
ザ
イ
ン
の
一
部
に
な
っ
て
い
る
。宮
大
工
が
建
て
た

神
社
仏
閣
や
、平
安
時
代
に
端
を
発
す
る
京
指
物

に
も
通
ず
る
技
術
が
、そ
こ
に
は
あ
る
。

「
デ
ザ
イ
ン
と
は
、出
来
上
が
り
の
形
に
関
す
る

こ
と
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。そ
れ
が
ど
の
よ
う
に

使
わ
れ
、ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
く
の
か
。新
品

が
一
番
き
れ
い
、で
は
な
く
使
い
込
む
こ
と
で〝
古
美

て
い
く
〞。私
た
ち
の
目
指
す
家
具
の
姿
で
す
」

色合いが異なる３脚だが、実はすべて栗の木で
作っている。栗の木に含まれるタンニンとアンモ
ニアを反応させると古びた色合いになり（写真
奥）、タンニンと鉄分を反応させることで漆黒に
発色する（写真左）。

2019年にオープンした新しいショールーム。テーブルや天板、椅子だけでなく、
本棚やキャビネットなども数多く並ぶ。

椅子の座面と脚の接合部。枘を通すための穴を開口しており、はめ
込んだ後に外側から楔を打ち込むことができる。楔によって外側
が広がるため、脚は抜けなくなる。

くさび

〈SHOP〉土日OPEN 12:00～17:00　平日は予約制

黄蘗（左）と栃杢（右）の仏壇。飾り棚やチェスト、仏壇などの
「箱物」をオーダーメイドできるのも、同工房の強みの一つだ。

き はだ

か
ん
な
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　木工芸は、木材のどの部分を使ってどう
組み合わせるかという「木取り」で８割が決
まるといわれます。時には色合いや木目が
異なる木を組み合わせて、一つの〝景色を
つくる〟という感覚です。木の並び方次第
でちぐはぐになることもあれば、ユニークな
デザインが生まれることもある。木取りも
一つの技術といって良いかもしれません。
一生飽きがこない家具を作るためには、伝統
工芸の一点物のように、商品ではなく作品
と呼べるクオリティが必要です。一方で、
家具作りを生業としている以上は、量産可能
なデザインにもしなければなりません。その
ため常に、微調整を繰り返しながらデザイン
を育てています。
　工房をセルフビルドした経験も生かして、
今後は建築造作にも注力していく予定で
す。デザインが限定されやすくバリエーショ
ンも少ないキッチンなどの内装も、伝統と
モダンを融合したデザインによって深化し
ていきたいと考えています。

伝統工芸のクオリティと
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代表 朝倉 亨 氏
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だ
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な
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こ
と
は
も
ち
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、

一
生
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が
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な
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デ
ザ
イ
ン
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
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時
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す
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で
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は「
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無
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京
都
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宇
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市
炭
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。京
焼
・
清
水
焼
の
工
房
が

集
ま
る
も
の
づ
く
り
の
町
に「
京
都
炭
山
朝
倉
木
工
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は
あ
る
。工
房
兼
自
宅
兼
シ
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ー
ル
ー
ム
だ
と
い
う

木
造
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階
建
て
の
住
居
は
、朝
倉
さ
ん
が
セ
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フ

ビ
ル
ド
し
た
も
の
だ
。建
て
て
い
る
様
子
を
発
信

し
た
と
こ
ろ
耳
目
を
集
め
、工
房
が
完
成
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た
時

に
は
何
件
か
注
文
が
入
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て
い
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と
い
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ら
、そ
の
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に
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す
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デ
ザ
イ
ン
を
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求
す
る
と
年
を
取
っ
て
か
ら『
今
の

自
分
に
は
合
わ
な
い
な
』と
い
う
感
覚
の
ズ
レ
を
生

じ
て
し
ま
い
ま
す
。大
学
で
学
ん
だ
伝
統
的
・
古
典

的
デ
ザ
イ
ン
と
、東
京
の
会
社
で
経
験
し
た
モ
ダ
ン

デ
ザ
イ
ン
。二
つ
の
要
素
を
融
合
す
る
こ
と
で
、長
く
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満
足
い
た
だ
け
る
家
具
が
作
れ
る
ん
で
す
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ル
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、

デ
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を
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る

朝
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さ
ん
の
工
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で
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上
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ま
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刃
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し
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が
特
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だ
が
、そ
れ
だ
け
で
は
な
い
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素
材
に
無
垢
の
木
だ
け
を
使
っ
て
い
る
の
も
こ
だ
わ
り

の
一
つ
だ
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し
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然
に
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無
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に
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放
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設
計
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る
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れ
が
ど
の
よ
う
に

使
わ
れ
、ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
く
の
か
。新
品

が
一
番
き
れ
い
、で
は
な
く
使
い
込
む
こ
と
で〝
古
美

て
い
く
〞。私
た
ち
の
目
指
す
家
具
の
姿
で
す
」

色合いが異なる３脚だが、実はすべて栗の木で
作っている。栗の木に含まれるタンニンとアンモ
ニアを反応させると古びた色合いになり（写真
奥）、タンニンと鉄分を反応させることで漆黒に
発色する（写真左）。

2019年にオープンした新しいショールーム。テーブルや天板、椅子だけでなく、
本棚やキャビネットなども数多く並ぶ。

椅子の座面と脚の接合部。枘を通すための穴を開口しており、はめ
込んだ後に外側から楔を打ち込むことができる。楔によって外側
が広がるため、脚は抜けなくなる。

くさび

〈SHOP〉土日OPEN 12:00～17:00　平日は予約制

黄蘗（左）と栃杢（右）の仏壇。飾り棚やチェスト、仏壇などの
「箱物」をオーダーメイドできるのも、同工房の強みの一つだ。

き はだ

か
ん
な

08 07
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塗
り
重
ね
る
漆
が
、

歴
史
を
紡
ぐ
。
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株式会社牧野漆工芸
特 集 ［伝統工芸を継ぐ］

│印刷│ 佐川印刷株式会社

〒600-8009  京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町91番地　
TEL （075）223-8385 / FAX （075）223-2563
URL https://www.chushin.co.jp
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京都中央信用金庫　On Your Side事業部

│発行│

株式会社 瓢亭

技と知恵とを巡らせて
京料理をより豊穣な文化に

使い込むほどに〝古美ていく〟
ものづくりの神髄
京都炭山朝倉木工

［ 経営者列伝 ］

［ この企業にこの技あり ］

［ 景気動向調査 ］
この報告書は環境に
配慮し、植物油インキを
使用しています。
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