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は
じ
め
に

後
継
者
不
足
が
叫
ば
れ
る
伝
統
工
芸
の
世
界
で
、
そ
れ
で
も
頑
張
っ
て
活
躍
す
る
若
手
の
職
人
た
ち
が
い
る
。
以
前
、
こ
の

世
界
に
飛
び
込
む
若
手
の
女
性
た
ち
を
取
材
し
た
（『
伝
統
工
芸
を
継
ぐ
女
た
ち
』
學
藝
書
林
・
二
〇
一
三
年
）
が
、
彼
女
た
ち
の
多
く

は
面
白
そ
う
と
い
う
好
奇
心
か
ら
伝
統
工
芸
の
世
界
に
入
り
、
そ
し
て
仕
事
が
好
き
に
な
り
、
自
分
が
使
い
た
い
も
の
を
作
る
、

と
い
う
視
点
で
の
作
品
作
り
を
し
て
い
る
。

で
は
若
手
の
男
性
た
ち
は
ど
う
し
て
い
る
の
か
。
若
手
女
性
た
ち
の
活
躍
が
、
こ
の
業
界
に
一
つ
の
風
穴
を
あ
け
て
い
る
の

に
、
男
性
の
姿
が
あ
ま
り
見
え
て
こ
な
い
。
そ
の
実
態
を
知
り
た
い
と
、
三
〇
～
四
〇
代
の
一
六
人
の
男
性
た
ち
を
取
材
し
、

そ
の
結
果
を
ま
と
め
た
の
が
本
書
だ
。

彼
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
、
染
色
業
や
塗
師
、
陶
磁
器
と
い
っ
た
伝
統
的
工
芸
品
（
注
）
を
作
る
「
家
業
」
を
継
い
で
い
た
。

五
〇
～
六
〇
代
の
親
た
ち
は
、
自
分
の
子
ど
も
た
ち
に
は
好
き
な
道
を
歩
ま
せ
た
い
と
、
決
し
て
家
業
を
継
げ
と
は
言
わ
な
い

で
育
て
て
い
る
。
何
代
も
続
く
家
業
と
い
え
ど
も
、
こ
の
先
、
こ
の
技わ

ざ

が
生
き
残
っ
て
い
け
る
か
ど
う
か
、
親
た
ち
に
も
わ
か

ら
な
い
時
代
な
の
だ
か
ら
。
し
か
し
家
業
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
な
り
に
経
済
的
基
盤
が
あ
る
と
い
う
の
も
事
実
だ
。

だ
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
仕
事
に
就
く
な
ど
回
り
道
を
し
な
が
ら
も
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
よ
り
自
由
だ
し
、
や
り
様
に
よ
っ
て
は

う
ま
く
い
く
か
も
知
れ
な
い
な
ど
と
思
い
つ
つ
、
根
底
に
は
「
長
男
だ
か
ら
」
と
い
う
理
由
で
、
家
業
を
継
い
で
い
た
。
そ
こ

が
女
性
た
ち
の
仕
事
の
向
き
合
い
方
と
は
違
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
そ
れ
か
ら
も
問
題
が
あ
っ
た
。
単
に
長
男
だ
か
ら
家
を
継
ぐ
と
い
っ
た
だ
け
で
は
長
続
き
し
な
い
。
伝
統
工
芸
と

い
う
技
を
磨
く
必
要
が
あ
る
か
ら
だ
。
父
も
祖
父
も
そ
の
技
に
よ
っ
て
生
き
て
き
た
の
だ
。
本
人
が
技
を
磨
く
中
で
、
初
め

て
父
親
の
す
ご
さ
、
あ
る
い
は
祖
父
の
見
事
さ
を
感
じ
る
の
だ
。「
な
ぜ
自
分
が
父
や
祖
父
も
い
た
こ
の
場
所
に
い
る
の
か
」
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と
い
う
疑
問
か
ら
、「
私
は
こ
の
仕
事
が
好
き
だ
。
だ
か
ら
実
家
に
戻
っ
て
来
た
の
は
必
然
だ
っ
た
」
と
気
づ
い
た
と
き
、
初

め
て
家
業
の
後
継
者
と
し
て
一
人
前
に
な
っ
た
と
言
え
る
の
だ
。
つ
ま
り
、
家
業
を
継
い
だ
意
味
が
心
か
ら
納
得
で
き
た
と
き
、

そ
の
後
の
仕
事
へ
の
取
り
組
み
方
や
新
し
い
分
野
へ
の
挑
戦
が
生
ま
れ
て
い
る
。

長
男
だ
か
ら
と
家
を
継
い
で
も
、
自
分
自
身
の
納
得
と
い
う
ス
テ
ッ
プ
を
通
ら
な
い
と
、
職
人
と
し
て
は
本
物
に
は
な
ら
な

い
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
か
、
そ
れ
が
男
女
の
職
人
の
そ
も
そ
も
の
違
い
な
の
だ
。

職
人
た
ち
作
り
手
は
、
使
い
手
で
あ
る
消
費
者
の
心
を
つ
か
む
こ
と
が
ま
ず
大
事
。
そ
れ
に
は
な
に
よ
り
、
生
活
感
覚
を
磨

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
取
材
し
た
彼
ら
は
、
華
や
か
さ
は
あ
ま
り
な
い
け
れ
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
が
腕
を
磨
き
、
い
い
仕
事
を
目

指
し
て
い
る
。
最
近
は
、
職
人
と
デ
ザ
イ
ナ
ー
が
組
ん
だ
商
品
開
発
や
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
の
販
売
法
な
ど
、
新
し
い
動
き
も

出
て
き
た
。
そ
の
中
で
、
日
本
の
技
の
後
継
者
と
し
て
、
彼
ら
の
今
後
の
活
躍
を
大
い
に
期
待
し
た
い
と
思
う
。

カ
メ
ラ
マ
ン
の
山
下
三
千
夫
さ
ん
と
取
材
を
重
ね
た
が
、
私
は
文
章
、
彼
は
写
真
で
、
そ
れ
ぞ
れ
違
う
視
点
で
彼
ら
を
表
現

し
よ
う
と
し
た
。
必
ず
し
も
文
章
に
沿
っ
た
写
真
で
な
い
の
は
、
そ
れ
が
山
下
さ
ん
の
表
現
だ
か
ら
だ
。

（
注
）「
伝
統
的
工
芸
品
」
と
は
、「
日
常
的
に
使
わ
れ
る
も
の
」「
作
り
方
が
手
工
業
的
で
あ
る
こ
と
」「
一
〇
〇
年
以
上
の
伝
統
的
な
技
術
、
技
法
に
よ

る
こ
と
」「
原
材
料
も
伝
統
的
に
使
わ
れ
て
き
た
も
の
」「
一
定
の
地
域
で
産
地
を
形
成
し
て
い
る
」
と
い
う
要
件
で
、
経
済
産
業
省
が
指
定
す
る
。
平
成

二
九
年
六
月
現
在
、
全
国
二
二
五
品
目
が
指
定
さ
れ
て
い
る
。



伝
統
工
芸
を
継
ぐ
男
た
ち　

目
次

師
は
「
鶴
が
舞
い
降
り
た
…
」
と

　
　

播ば
ん
し
ゅ
う
み
き

州
三
木
打う

ち

刃は

物も
の

・
鉋か

ん
な
か
じ

鍛
冶　

森も
り

田た 

直な
お

樹き

（
兵
庫
県
三
木
市
）

い
い
親
方
と
の
出
会
い
が
人
生
を
変
え
た

　
　

南な
ん
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鉄て
っ

器き　

薫く
ん
ざ
ん山
工こ

う

房ぼ
う　

吉よ
し

田だ 

修お
さ
む

／
田た

中な
か

鉉つ
る

工こ
う

房ぼ
う　

菊き
く

池ち 

翔し
ょ
う（
岩
手
県
盛
岡
市
）

石
の
美
し
さ
、
趣
を
伝
え
る
た
め
に

　
　

真ま

壁か
べ

石い
し

燈ど
う

籠ろ
う　

大お
お

関ぜ
き 

一か
つ

利と
し

（
茨
城
県
桜
川
市
）

本
当
の
豊
か
さ
を
知
っ
て
ほ
し
い

　
　

大お
お

館だ
て

曲ま

げ
わ
っ
ぱ　

柴し
ば

田た 

昌よ
し

正ま
さ

（
秋
田
県
大
館
市
）

少
子
化
時
代
、
新
し
い
展
開
を
目
指
す

　
　

江え

ど

き

め

戸
木
目
込こ

み

人に
ん

形ぎ
ょ
う
　

柿か
き

沼ぬ
ま 

利と
し

光み
つ

（
埼
玉
県
越
谷
市
）

心
が
騒
ぐ
七
宝
作
品
を
目
指
し
て

　
　

尾お
わ
り張

七し
っ
ぽ
う宝　

加か

藤と
う 

芳よ
し

朗ろ
う

（
愛
知
県
名
古
屋
市
西
区
）

は
ん
こ
を
作
る
人
の
人
と
な
り
を
表
し
た
い

　
　

甲こ
う
し
ゅ
う
て
ぼ
り
い
ん
し
ょ
う

州
手
彫
印
章　

望も
ち

月づ
き 

一か
ず

宏ひ
ろ

（
山
梨
県
西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
）

は
じ
め
に

49192937455363



品
格
あ
る
調
和
を
作
り
出
す

　
　

京き
ょ
う
ひ
ょ
う
ぐ
し

表
具
師　

田た

中な
か 

健け
ん

太た

郎ろ
う

（
京
都
府
京
都
市
中
京
区
）

和
服
の
よ
さ
を
知
り
尽
く
し
た
い

　
　

名な

古ご

屋や

黒く
ろ

紋も
ん

付つ
き

染そ
め　

武た
け

田だ 

和か
ず

也や

（
愛
知
県
名
古
屋
市
天
白
区
）

い
い
仕
事
に
は
基
本
が
大
事

　
　

琉り
ゅ
う
き
ゅ
う

球
び
ん
が
た　

安あ

里さ
と 

昌ま
さ

泰や
す

（
沖
縄
県
宜
野
湾
市
）

掌
の
中
の
蒔
絵
ワ
ー
ル
ド

　
　

山や
ま

中な
か

漆し
っ

器き

・
蒔ま

き

絵え

師し　

針は
り

谷や 

崇た
か

之ゆ
き

（
石
川
県
加
賀
市
）

会
津
産
の
漆
を
育
て
た
い

　
　

会あ
い

津づ

漆し
っ

器き

・
塗ぬ

り

師し　

大お
お

森も
り 

康や
す

弘ひ
ろ

（
福
島
県
会
津
若
松
市
）

人
と
の
出
会
い
で
広
が
る
赤
絵
の
世
界

　
　

九く

谷た
に

焼や
き

・
赤あ

か

絵え

付つ
け

師し　

見み

附つ
け 
正ま

さ

康や
す

（
石
川
県
加
賀
市
）

妻
は
夫
の
、
夫
は
妻
の
作
品
に
惹
か
れ
る

　
　

益ま
し

子こ

焼や
き　

大お
お

塚つ
か 

雅ま
さ

淑よ
し

（
栃
木
県
芳
賀
郡
益
子
町
）

祖
父
の
技
を
乗
り
越
え
る

　
　

伊い

ま

り
万
里
焼や

き

・
絵え

付つ
け

師し　

川か
わ

副そ
え 

隆た
か

彦ひ
こ

（
佐
賀
県
伊
万
里
市
）

お
わ
り
に

略
　
　
歴

71818997105113123131148 143



後
継
者
不
足
に
悩
む
伝
統
工
芸
の
世
界
。

職
人
が
、
師
匠
と
弟
子
と
い
う
関
係
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
と
す
れ
ば
、

「
技
を
伝
え
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
今
、
ど
の
よ
う
な
形
な
の
だ
ろ
う
か
。
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師
は
「
鶴
が
舞
い
降
り
た
…
」
と

播ば
ん

州し
ゅ
う

三み

き木
打う

ち

刃は

物も
の·

鉋か
ん
な

鍛か

冶じ　

森も
り

田た 

直な
お

樹き

（
兵
庫
県
三
木
市
）



14

水で濡らした鋼に接合剤（ホウ砂を中心とした粉末）をつけて載せる。

地鉄を鍛造して所定の厚みと幅にする。（敷作り）
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森田直樹さんとの出会いを語る神吉岩雄さん。

銑
せん

で細かく鉋
かんな

の甲の曲線を調整する。
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神
吉
さ
ん
が
「
千
代
鶴
の
技
」
を
伝
え
た
い
と
、
厳
し
く
仕
込
ん
で
き
た
の
が
森
田
直
樹
さ
ん
だ
。
彼
は
大
学
時
代
に
金
属

加
工
に
興
味
を
持
ち
、
新
潟
の
与よ

板い
た

、
岩
手
の
南な

ん

部ぶ

な
ど
の
産
地
を
見
学
し
て
歩
き
、
三
木
市
も
訪
ね
た
と
こ
ろ
、
二
代
目
の

千
代
鶴
貞
秀
さ
ん
、
つ
ま
り
神
吉
岩
雄
さ
ん
と
出
会
っ
た
。「
商
工
会
議
所
の
前
に
ひ
と
り
の
お
じ
さ
ん
が
立
っ
て
い
て
、
聞

き
取
れ
な
い
言
葉
で
話
か
け
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
師
匠
で
、
パ
ソ
コ
ン
で
見
た
と
き
の
写
真
と
は
全
く
別
の
印
象
で
し
た
」。

「
名
人
の
千
代
鶴
」（
注
２
）
と
い
う
名
前
を
知
っ
て
い
た
森
田
さ
ん
、
二
〇
〇
四
（
平
成
一
六
）
年
に
神
吉
さ
ん
に
入
門
し
た
。

鉋
は
地
金
に
刃
物
鋼
を
鍛
接
し
て
、
適
度
の
硬
さ
に
焼
き
入
れ
す
る
。
地
金
に
使
う
和
鉄
や
錬
鉄
、
例
え
ば
、
北
前
船
の
い

か
り
に
使
わ
れ
て
い
た
鉄
や
鎖
の
部
分
、
あ
る
い
は
鉄
道
の
線
路
や
橋
に
使
わ
れ
て
い
た
も
の
が
研
ぎ
や
す
い
た
め
、
よ
い
と

さ
れ
る
。
神
吉
さ
ん
の
工
房
の
周
囲
に
は
、
そ
う
し
た
鉄
が
ご
ろ
ご
ろ
転
が
っ
て
い
る
。

そ
の
鉄
を
約
一
〇
〇
〇
度
の
コ
ー
ク
ス
の
中
で
熱
し
て
は
叩
き
、
伸
ば
し
、
そ
の
後
、
鋼
と
接
合
し
て
い
く
。
そ
の
と
き
の

接
合
剤
は
、
鉄
粉
、
ホ
ウ
砂
な
ど
を
混
ぜ
た
も
の
だ
。
こ
れ
を
寸
法
に
切
っ
て
炭
の
炉
で
鍛
錬
し
、
灰
の
中
で
鋼
を
軟
ら
か

く
す
る
。
さ
ら
に
叩
い
て
硬
く
締
め
、
歪
み
を
直
す
。
そ
し
て
赤
松
の
炭
の
中
で
赤
く
し
、
水
の
中
に
一
気
に
入
れ
て
冷
却
し
、

焼
き
入
れ
す
る
。
木
製
の
ふ
い
ご
を
左
足
で
踏
ん
で
風
を
送
り
な
が
ら
、
真
っ
赤
に
焼
け
た
鉄
を
引
き
出
し
て
は
ハ
ン
マ
ー
で

鍛
え
直
す
。
細
か
い
火
花
が
散
り
、
衣
服
が
燃
え
た
り
、
と
き
に
は
、
火
傷
を
負
っ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。「
だ
か

ら
木
綿
の
作
業
着
で
な
い
と
…
…
」

見
よ
う
見
ま
ね
、
体
で
覚
え
る

覚
え
る
こ
と
す
べ
て
が
師
匠
の
見
よ
う
見
ま
ね
、
火
を
使
う
作
業
は
手
さ
ば
き
が
早
す
ぎ
て
、
手
順
が
つ
か
め
な
か
っ
た
こ

と
も
あ
る
。
火
の
温
度
は
炎
の
色
で
何
度
ぐ
ら
い
と
見
極
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
仕
事
の
と
き
だ
け
し
か
火
を
見
ら
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れ
な
い
の
で
、
そ
の
感
覚
を
覚
え
る
に
は
、
長
年
の
経
験
が
必
要
に
な
る
。「
以
前
よ
り
見
分
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま

し
た
が
、
一
〇
年
過
ぎ
た
今
で
も
難
し
い
で
す
」
と
森
田
さ
ん
は
語
る
。

特
に
、
仕
上
げ
に
、
表
面
の
中
央
部
に
わ
ず
か
に
窪
み
を
作
る
が
、
そ
の
曲
線
の
具
合
を
覚
え
る
た
め
、
仕
事
が
終
わ
っ
た

後
で
、
わ
か
ら
な
い
な
り
に
何
度
も
や
っ
て
、
自
分
の
体
に
覚
え
さ
せ
る
こ
と
を
繰
り
返
し
た
。

神
吉
さ
ん
は
「
世
代
の
違
い
も
あ
り
、
当
初
、
見
て
覚
え
る
こ
と
、
な
ぜ
そ
う
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
教
え

な
い
と
体
が
動
か
な
い
よ
う
な
印
象
が
あ
り
ま
し
た
。
経
験
が
も
の
を
い
う
仕
事
で
す
か
ら
、
年
数
を
経
て
一
連
の
流
れ
が
わ

か
っ
て
く
る
と
、
あ
る
と
き
、
ふ
と
理
解
で
き
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
ま
ず
感
じ
取
る
こ
と
を
学
ば
せ
た
か
っ
た
。
こ

れ
は
、
先
代
か
ら
私
に
受
け
継
が
れ
た
こ
と
の
ひ
と
つ
で
す
。」

師
匠
か
ら
弟
子
に
、
言
葉
で
伝
え
る
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
自
分
の
感
覚
、
体
で
覚
え
る
し
か
な
い
。「
技
術
は
早

く
教
え
よ
う
と
す
れ
ば
三
年
あ
れ
ば
何
と
か
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
に
心
の
部
分
を
加
え
て
一
緒
に
教
え
て
い
く
。
こ
れ

が
難
し
く
、
こ
の
と
き
！
　
と
い
う
タ
イ
ミ
ン
グ
で
な
い
と
伝
わ
り
ま
せ
ん
。
焼
き
入
れ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
の
よ
う
な
も
の
で
し

ょ
う
か
」
と
神
吉
さ
ん
。

そ
ん
な
神
吉
さ
ん
だ
が
、
数
年
前
に
病
気
で
倒
れ
た
。
森
田
さ
ん
は
「
一
瞬
、
頭
が
真
っ
白
に
な
り
ま
し
た
が
、
今
あ
る
状

況
に
区
切
り
が
つ
い
て
、
自
分
の
身
の
振
り
方
を
考
え
直
さ
な
い
と
い
け
な
い
と
き
が
来
る
ま
で
は
、
目
の
前
の
師
匠
の
病
状

が
回
復
す
る
よ
う
し
っ
か
り
支
え
よ
う
と
い
う
気
持
ち
で
い
ま
し
た
」。

以
前
、
神
吉
さ
ん
が
森
田
さ
ん
を
「
鶴
が
舞
い
降
り
た
…
…
」
と
評
し
て
く
れ
た
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
な
い
。
だ
か
ら
、
今
は

支
え
る
の
み
、
そ
う
覚
悟
し
た
の
だ
。

後
遺
症
も
な
く
回
復
し
た
神
吉
さ
ん
は
「
退
院
後
、
す
ぐ
に
鍛
造
と
焼
き
入
れ
に
取
り
組
ま
せ
、
常
に
立
ち
会
い
、
教
え
き

れ
な
か
っ
た
こ
の
工
程
を
叩
き
込
み
ま
し
た
。
全
体
の
技
術
が
ひ
と
ま
ず
落
ち
着
い
た
の
が
、一
〇
年
目
ぐ
ら
い
の
と
き
で
す
」。

す
で
に
号
と
し
て
「
直な

お

秀ひ
で

」
を
も
ら
っ
て
い
た
森
田
さ
ん
だ
が
、
仕
事
の
段
取
り
や
注
文
に
つ
い
て
の
対
応
を
任
さ
れ
た
と
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小刀を使って型紙を突き彫りしていく。

色挿しが終わった部分にぼかしを入れて立体感を
出す隈取りの作業。

糊が引かれなかった部分に様々な色を挿していく。

繋ぎ目が見えないように繰り返して型紙を置いて
糊を引く。



95 琉球びんがた　安里 昌泰

「父に学ぶことはまだまだある」と昌泰さんは言う。

沖縄の強く澄んだ日差しのように強いコントラストが特徴。
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「
有
線
技
法
」
が
特
長

七
宝
と
は
、
金
属
の
素
地
に
ガ
ラ
ス
質
の
釉
薬
を
焼
き
つ
け
る

技
法
だ
。
ま
ず
素
地
は
銅
や
銀
な
ど
で
壺
や
花
器
の
形
に
成
形
し
、

そ
の
表
面
に
銀
線
で
模
様
を
形
作
っ
て
い
く
。
こ
れ
を
植
線
と
い

う
。
尾
張
七
宝
の
特
長
は
こ
の
「
有
線
技
法
」
で
、
模
様
の
輪
郭

に
リ
ボ
ン
状
に
加
工
し
た
銀
線
を
立
て
て
い
き
、
模
様
の
境
界
線

に
す
る
。
こ
れ
が
非
常
に
繊
細
で
緻
密
な
手
作
業
で
、
こ
の
工
程

だ
け
で
も
一
人
前
に
な
る
に
は
一
〇
年
か
か
る
と
言
わ
れ
る
。
そ

の
銀
線
の
枠
の
中
に
、
釉
薬
と
し
て
色
ガ
ラ
ス
の
粉
を
水
や
糊
で

溶
い
て
色
を
挿
す
。
そ
し
て
摂
氏
七
〇
〇
～
九
〇
〇
度
の
温
度
を

工
程
に
よ
っ
て
使
い
分
け
、
何
度
も
釉
薬
を
施
し
て
は
焼
成
を
繰

り
返
し
て
い
く
。
釉
薬
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
焼
き
加

減
に
よ
っ
て
微
妙
に
色
合
い
が
変
化
す
る
。
仕
上
げ
は
ま
さ
に
職

人
の
経
験
と
勘
が
左
右
す
る
の
だ
。

そ
し
て
最
後
に
表
面
を
研
磨
し
て
滑
ら
か
に
す
る
。
一
〇
種
類

以
上
の
砥
石
や
木
炭
な
ど
の
道
具
で
、
鏡
面
の
よ
う
に
研
ぎ
あ
げ

て
い
く
。

加
藤
七
宝
製
作
所
で
は
、
細
密
な
菊
や
梅
の
模
様
を
全
体
に
散

純銀製の線を輪郭に沿ってピンセットで立てる。
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り
ば
め
た
デ
ザ
イ
ン
、
二
羽
の
鶴
が
羽
を
広
げ
て
舞
う
姿
、
華
麗

な
胡
蝶
蘭
な
ど
花
鳥
風
月
の
花
器
や
壺
、
小
物
入
れ
、
あ
る
い
は

ゴ
ッ
ホ
の
絵
や
浮
世
絵
な
ど
の
額
絵
、
帯
留
や
ペ
ン
ダ
ン
ト
の
よ

う
な
ア
ク
セ
サ
リ
ー
類
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
作
品
を
手
が
け
て
い

る
。仕

事
人
間
で
あ
る
父
、
勝
己
さ
ん
に
反
抗
し
な
が
ら
も
、
自
分

に
も
父
に
似
た
部
分
が
あ
る
こ
と
、
そ
れ
に
も
増
し
て
も
の
作
り
、

七
宝
が
好
き
な
こ
と
に
気
づ
い
た
芳
朗
さ
ん
は
、
父
に
弟
子
入
り

し
た
。
勝
己
さ
ん
も
こ
れ
か
ら
は
、
職
人
も
少
な
く
な
り
、
今
ま

で
の
分
業
が
成
り
立
た
な
く
な
る
こ
と
や
、
Ｉ
Ｔ
時
代
を
迎
え
て

ま
す
ま
す
息
子
の
感
覚
が
必
要
に
な
る
と
い
う
時
代
の
変
化
を
見

越
し
て
い
た
。

そ
こ
で
父
は
芳
朗
さ
ん
に
「
一
日
で
も
早
く
技
を
吸
収
し
ろ
」

と
、
四
〇
年
余
り
培
っ
た
自
分
の
技
を
す
べ
て
教
え
、
同
時
に
今

ま
で
下
請
け
に
出
し
て
い
た
仕
事
も
す
べ
て
一
貫
し
て
自
社
の
工

房
で
で
き
る
よ
う
に
、
必
要
な
窯
や
道
具
を
揃
え
た
。
そ
し
て
五

年
後
、「
加
藤
七
宝
製
作
所
」
の
代
表
に
な
る
よ
う
芳
朗
さ
ん
に

迫
る
。
ま
だ
「
若
す
ぎ
る
」
と
拒
ん
だ
芳
朗
さ
ん
だ
っ
た
が
、
結

局
は
承
諾
す
る
。

色鮮やかな七宝の釉薬となる色ガラスは秘伝の調合で原料を混ぜ合わせて作る。
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銀線は専用の糊で仮に貼り付けていく。

熟練した銀線の加工技術は習得に10年以上かかる。



59 尾張七宝　加藤 芳朗

水分をコントロールしながら花びらの濃淡を描いていく。

釉薬は色ガラスを砂状にしたものに水やのりを入れて溶いて使う。
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