
「
凄
い
」
だ
け
で
は
、
続
か
な
い
。

　
皆
さ
ん
、
工
芸
品
は
お
持
ち
で
す
か
？

焼
き
物
、
染
め
物
、
塗
り
物
、
彫
り
物…

。

「
そ
ん
な
高
価
な
ん
持
っ
て
な
い
わ
」、
確
か

に
値
段
だ
け
み
れ
ば
高
価
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
機
能
的
に
も
優
れ
、
長
持
ち

す
る
工
芸
品
に
は
、
決
し
て
「
高
い
」
の
ひ

と
言
で
は
片
付
け
ら
れ
な
い
価
値
と
、
長

年
培
わ
れ
た「
技
」が
潜
ん
で
い
る
の
で
す
。

　
デ
パ
ー
ト
の
催
事
場
な
ど
で
、
工
芸
士

の
皆
さ
ん
が
技
を
披
露
さ
れ
て
い
る
の
を
、

一
度
は
見
た
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　「
凄
い
な
ぁ
」「
綺
麗
や
な
ぁ
」
そ
れ
だ

け
で
終
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
か
。

　
凄
い
で
す
。
綺
麗
で
す
。
で
も
そ
れ
だ
け

で
は
そ
の「
技
」
は
消
え
て
し
ま
い
ま
す
。

　
使
っ
て
く
だ
さ
い
。
使
っ
て
こ
そ
、
そ

の
凄
味
は
生
き
て
き
ま
す
。

　
身
に
付
け
て
く
だ
さ
い
。
身
に
付
け
て

こ
そ
、
そ
の
美
し
さ
は
輝
く
の
で
す
。

　
そ
し
て
、
伝
統
あ
る
「
技
」
を
地
域
の

み
ん
な
で
守
っ
て
い
き
ま
せ
ん
か
。

　「
今
、
も
っ
と
地
場
産
！
」
３
回
目
は
、

市
内
に
暮
ら
す
伝
統
工
芸
士
の
皆
さ
ん
を

取
材
し
ま
し
た
。

秘
書
広
報
課
（
☎
３
３
４・１
５
５
０
代
表
）

大
阪
欄
間
　
伝
統
工
芸
士

              

高
橋
聖
峰（
父
）さ
ん〈
以
下 

聖
〉

              

高
橋
孔
明（
子
）さ
ん〈
以
下 

孔
〉

欄
間
か
ら
移
り
ゆ
く

〈
聖
〉
今
、
若
い
人
は
、
欄
間
の
存
在
も

知
ら
ん
や
ろ
う
。
家
も
洋
式
で
、
建
築
期

間
も
短
い
も
の
に
な
っ
た
し
、
欄
間
の
需

要
は
減
る
ば
っ
か
り
や
。

　
そ
ん
な
時
代
の
変
化
の
中
で
も
「
木
材

や
っ
た
ら
何
で
も
受
け
て
や
る
！
」
と

思
っ
て
頑
張
っ
て
き
た
ん
や
。

　
最
近
は
、
外
国
へ

の
贈
与
・
記
念
品

や
小
物
、
だ
ん
じ

り
、
社
寺
仏
閣
や

修
復
作
業
な
ん
か
も
や
っ
て
る
よ
。

　
だ
ん
じ
り
に
は
、
そ
の
土
地
の
歴
史
が

彫
ら
れ
て
い
る
。
土
地
の
物
語
の
場
面
名

し
か
書
か
れ
て
い
な
い
紙
で
発
注
が
く
る

場
合
が
多
い
か
ら
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
聞
き

取
り
を
し
て
、
自
分
の
頭
の
中
で
イ
メ
ー

ジ
を
作
っ
て
い
く
ん
や
。
一
か
ら
要
望
を

聞
い
て
、
描
き
お
こ
す
仕
事
な
ん
や
で
。

生
き
る
た
め
に
、
技
を
磨
く

〈
聖
〉
15
歳
で
故
郷
の
和
歌
山
を
出
て
、
大

阪
の
欄
間
工
房
に
住
み
込
み
で
弟
子
入
り
。

　

当
時
は
、
お
小
遣
い
が
月
５
０
０
円
。
と

に
か
く
仕
事
ば
か
り
し
て
た
。
辞
め
た
い

と
思
っ
て
も
帰
る
家
が
な
い
。
だ
か
ら
働

く
し
か
な
か
っ
た
ん
や
。
一
生
懸
命
や
っ

た
ら
、
兄
弟
子
も
可
愛
が
っ
て
く
れ
た
し
、

技
も
身
に
付
い
た
し
ね
。

　
息
子
が
小
学
校
に
上
が
る
頃
「
転
々
と

す
る
の
は
や
め
よ
う
」
と
思
い
、
独
立
し

た
ん
や
。
住
む
と
こ
ろ
が
あ
る
っ
て
、
ほ

ん
ま
に
幸
せ
な
こ
と
な
ん
や
で
。

〈
孔
〉
僕
は
、
初
め
は

絶
対
に
継
ぎ
た
く

な
か
っ
た
。
高
校

を
出
て
「
何
し
よ
う
？
」
と

軽
い
気
持
ち
で
始
め
た
の
が
き
っ
か

け
。
い
や
ぁ
、
間
違
い
や
っ
た
ね
（
笑
）

そ
う
思
っ
て
し
ま
う
く
ら
い
大
変
な
仕
事
。

　
で
も
、
納
品
し
に
行
っ
た
先
の
人
た
ち

に
「
こ
ん
な
え
え
も
の
作
っ
て
く
れ
て
あ

り
が
と
う
」
と
言
わ
れ
る
と
嬉
し
い
か
ら
！

父
か
ら
息
子

〈
聖
〉
息
子
に
は
、
同
じ
も
の
を
作
ら
ず
、

好
き
な
よ
う
に
や
っ
て
ほ
し
い
。
そ
の
代

わ
り
、
自
分
の
作
っ
た
も
の
を
理
解
し
て

ほ
し
い
し
、
お
互
い
認
め
合
い
た
い
。

〈
孔
〉
父
と
言
い
合
い
に
な
る
こ
と
は
よ
く

あ
る
。
こ
だ
わ
り
す
ぎ
る
と
特
に
。
で
も

自
分
の
孫
・
ひ
孫
に
「
こ
ん
な
凄
い
も
の

作
っ
て
た
ん
か
」
と
思
わ
れ
た
い
か
ら
、

手
を
入
れ
た
く
な
っ
て
し
ま
う
。

　
こ
れ
か
ら
は
皆
さ
ん
に
、
無
関
心
を
や

め
、
世
の
中
に
は
こ
う
い
う
仕
事
が
あ
る

ん
だ
と
い
う
こ
と
を
分
か
っ
て
ほ
し
い
。

心
の
貧
乏
は
し
て
へ
ん
！

〈
聖
〉「
こ
う
い
う
の
で
き
へ
ん
？
」
と
今

ま
で
に
な
か
っ
た
よ
う
な
注
文
も
く
る
。

こ
っ
ち
も
職
人
や
か
ら
「
よ
っ
し
ゃ
！

や
っ
た
ろ
！
」
と
燃
え
る
ん
や
。

　
相
手
の
声
に
期
待
以
上
に
応
え
る
、
そ

れ
が
信
用
と
な
っ
て
今
ま
で
や
っ
て
こ
れ

た
。金
の
貧
乏
は
し
た
か
も
し
れ
ん
け
ど
、

心
の
貧
乏
は
し
て
へ
ん
で
！

左が聖峰さん、右が孔明さんの手。孔明さんの手には
強い力でのみを握るため、のみだこができている。聖
峰さんの手は、長年 道具を握り続けているせいか、指
が太く大きい。二人とも職人の手をしている。

（左）まず紙に下書きし、トレーシングペーパーに写し
てから、木材に描く。（中）一般的な彫刻欄間のほか、
組子欄間などさまざまな種類があり、高い技術を要す
る。（右）八角堂の建物外側の彫刻。十二支が後ろを向
いているのは、建物内部を覗いている設定だから。写
真は十二支の兎だが猫が紛れており、聖峰さんの遊び心。

大阪欄間
17世紀初期に起源。風通しが良く、寺や和式住宅
の客間などに用いられる。高橋親子は、屋久杉、
加賀杉、春日杉、ケヤキ、クスノキなどを使用。
神代杉といい、水・土中に長期間埋もれ蒸された、
色が黒く木目が美しい貴重な杉を使うこともある。

ら
ん
ま



は
加
飾
し
、
注
ぎ
口
や
取
っ
手
を
付
け
ま

す
。
細
か
い
傷
や
つ
な
ぎ
目
は
、
き
さ
げ

（
鈍
角
で
幅
の
広
い
刃
先
の
工
具
）
な
ど

で
修
正
し
、
綿
の
布
で
綺
麗
に
し
ま
す
。

　
私
の
仕
事
は
加
飾
で
す
。
で
す
が
、
加

飾
以
外
の
全
て
の
行
程
を
覚
え
て
い
ま
す

し
、
修
行
し
て
い
ま
す
。
そ
う
で
な
け
れ

ば
、
や
っ
て
い
け
ま
せ
ん
。

加
飾
の
仕
事
と
は

　
成
形
し
削
っ
た
あ
と
に
、耐
酸
性
の
ラ
ッ

カ
ー
で
絵
付
け
を
し
ま
す
。

　
そ
し
て
濃
度
の
違
う
硝
酸
に
二
度
付
け
、

水
洗
い
を
ま
た
二
度
し
ま
す
。
こ
れ
を
腐

蝕
と
言
い
ま
す
。
薬
品
を
使
う
の
で
大
変

危
険
で
す
し
、
国
の
許
可
も
必
要
で
す
。

　
こ
の
腐
蝕
は
、
鉛
の
入
っ
た
商
品
へ
の

技
巧
で
す
。
鉛
は
人
が
口
を
付
け
る
も
の

に
は
向
か
な
い
た
め
、
徐
々
に
商
品
と
し

て
減
り
つ
つ
あ
り
、
腐
蝕
の
技
術
も
薄
く

な
り
つ
つ
あ
る
。
け
れ
ど
も
技
術
と
し
て

残
し
て
い
か
な
く
て
は
消
え
て
し
ま
う
。

難
し
い
と
こ
ろ
な
の
で
す
。

大
阪
浪
華
錫
器  

加
飾  
伝
統
工
芸
士

                                     

佐
々
木
義
隆
さ
ん

す
べ
て
を
身
に
付
け
て
か
ら

　
ま
ず
錫
器
作
り
は
、
合
金
を
作
る
こ
と

か
ら
始
ま
り
ま
す
。
錫
単
体
で
は
、
柔
ら

か
く
て
加
工
し
づ
ら
い
た
め
、
ほ
か
の
金

属
を
３
％
溶
か
し
混
ぜ
ま
す
。

　
次
に
鋳
込
み
と
い
っ
て
、
錫
が
溶
け
て

い
る
う
ち
に
石
や
セ
メ
ン
ト
な
ど
の
型
に

流
し
込
み
、
成
形
し
て
い
き
ま
す
。
こ
の

鋳
込
み
の
型
も
自
分
た
ち
で
作
成
し
ま
す
。

　
成
形
が
で
き
た
ら
、
ろ
く
ろ
で
磨
き

削
っ
て
い
き
ま
す
。
削
る
単
位
は
0.1
ミ
リ

単
位
。
全
て
同
じ
に
な
ら
な
い
と
商
品
に

な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
後
、
商
品
に
よ
っ
て

手
が
覚
え
る
ま
で
描
く

　
絵
付
け
で
す
が
、
下
書
き
は
し
ま
せ
ん
。

構
図
・
図
案
は
全
て
頭
に
入
っ
て
い
ま
す

し
、
手
が
覚
え
て
い
ま
す
。

　
今
、
見
習
い
中
の
子
に
も
言
っ
て
い
る

の
で
す
が
、「
１
時
間
か
け
て
綺
麗
な
も
の

を
描
い
て
も
、
も
の
に
は
な
ら
な
い
。
１

日
に
20
〜
30
個
描
け
て
こ
そ
仕
事
だ
」
と
。

次
の
世
代
に
つ
な
ぐ
た
め
に
は

　
若
い
人
た
ち
に
技
を
教
え
て
い
く
た
め

に
は
、
商
品
が
売
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
需
要
が
な
け
れ
ば
、
次
の
商
品
は
作

れ
ま
せ
ん
か
ら
。
あ
と
は
、
こ
う
し
て
い

ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
に
取
り
上
げ
て
も
ら
い
、

皆
さ
ん
に
仕
事
を
知
っ
て
も
ら
え
る
こ
と

が
、
次
の
世
代
に
技
を
広
め
、
職
人
を
増

や
す
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
な
、

と
思
い
ま
す
。

　

地
場
の
工
芸
品
が
も
た
ら
す

                              「
本
当
の
豊
か
さ
」

                         

　
古
く
か
ら
の
日
本

　
　
　
　
　    

の
産
業
は
、
今
ど
ん

                         

ど
ん
弱
体
化
し
て
い

ま
す
。
そ
の
一
方
、
海
外
か
ら
日
本
の

和
食
や
観
光
は
脚
光
を
浴
び
て
い
る
。

　
豊
か
さ
は
、
突
然
や
っ
て
こ
な
い

し
、
お
金
を
持
つ
こ
と
だ
け
で
は
な

い
。
地
場
を
愛
し
、
身
近
な
も
の
に

愛
情
を
注
ぎ
、
発
掘
す
る
こ
と
も
豊

か
さ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
今
こ
そ
「
本
当
の
豊
か
さ
」
を
皆

さ
ん
、
見
直
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

大
阪
工
芸
協
会 

前
会
長

           

平
金
有
一
さ
ん（
松
原
市
在
住
）

佐々木さん（左）と、絵付けを見習い中
の若原さん（右）。若原さんのほかにも、
たくさんの若手職人が修行をし、会社を
支えている。

（上）金属を溶かし、合金を作
る。不純物を浮かし取り除く
作業も兼ねている。（中）成形
したものを削る。（下）絵付け
後、腐蝕する硝酸。

大阪浪華錫器
7～9 世紀頃、日本に伝
わり、江戸時代に広まる。
イオン効果が高く、酒を
まろやかにする作用や防
湿性に優れ、幅広く使用
されている。

な
に
わ
す
ず
き

い
こ

ふ

し
ょ
く

まつばらマルシェで
伝統工芸品を見て、
素晴らしい技を体験してみよう！！

　第5 回まつばらマルシェにて、大阪伝統
工芸品の展示と、伝統工芸士による直接体
験指導を行います。皆さん、ぜひこの機会
に伝統工芸の世界に触れてみませんか。
とき　11月8日㈯　ところ　市民体育館内
問合せ　産業振興課（☎337－3112）
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