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　400年の歴史を持つ小浜を代表する伝統工芸「若
わかさぬり

狭塗」。その製品は、全国的

にも高い評価と人気を得ています。しかし、伝統を守ってきた若狭塗の伝統

工芸士は現在、わずかに5人。大きな時代の転換点を迎えようとしています。

若狭塗ー受け継がれる魂

特集シリーズ  「小浜の今を追う」　

■問い合わせ　商工観光課☎ 53・9705

若狭漆
し っ き

器協同組合の皆さん　写真右上／加福漆器店 3 代目の伝統工芸士・加
か ぶ く

福清
せ い た ろ う

太郎
さん（70 歳・一番町）と息子で 4 代目の伝統工芸士・宗

ひ ろ よ し

徳さん（41 歳）、左上／羽田
漆器店の伝統工芸士・羽

は だ

田浩
こ う い ち

一さん（52 歳・玉前）、右下／青野漆器店の伝統工芸士・
青
あ お の

野英
ひ で お

夫さん（56 歳・酒井）、左下／古川若狭塗店の古
ふ る か わ

川勝
か つ ひ こ

彦さん（38 歳・板屋町）

若
狭
塗
　
唯
一
無
二
の
輝
き

　

若
狭
塗
は
、
海
の
底
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
と
さ
れ
る
デ
ザ
イ

ン
が
特
徴
的
な
、
国
指
定
の
伝
統
的
工
芸
品
で
す
。
箸
や
食

器
、
お
盆
、
名
刺
入
れ
な
ど
そ
の
用
途
は
幅
広
く
、
大
相
撲

の
行
司
軍
配
に
も
使
わ
れ
て
い
る
の
は
有
名
な
話
で
す
。

　

特
に
、塗
箸
は
、小
浜
が
舞
台
と
な
っ
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
連
続

テ
レ
ビ
小
説
「
ち
り
と
て
ち
ん
」
放
映
時
に
、
改
め
て
そ

の
存
在
が
知
ら
れ
、伝
統
工
芸
士
が
作
っ
た
作
品
を
買
い

求
め
に
、全
国
か
ら
多
く
の
観
光
客
が
ま
ち
を
訪
れ
ま
し
た
。

江
戸
時
代
か
ら
続
く
歴
史

　

若
狭
塗
の
歴
史
は
、約
４
０
０
年
前
に
小
浜
藩
の
御ご

よ
う用

塗ぬ
り
し師
・
松ま

つ
う
ら浦
三さ

ん
じ
ゅ
う
ろ
う

十
郎
が
、
支
那
漆
器
を
ヒ
ン
ト
に
考
案

し
た
の
が
始
ま
り
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
当
時
の
小
浜

藩
主
・
酒さ

か
い井
忠た

だ
か
つ勝
が
こ
れ
を
「
若わ

か
さ
ぬ
り

狭
塗
」
と
命
名
し
、

藩
の
中
心
産
業
と
し
て
奨
励
。
江
戸
時
代
中
後
期
に
か

け
て
は
、
２
百
種
類
以
上
の
塗
手
法
が
生
み
出
さ
れ
る

な
ど
、
黄
金
時
代
を
迎
え
ま
す
。

　

そ
の
中
で
も
、こ
の
技
法
に
よ
り
作
ら
れ
た
箸
「
若わ

か
さ狭

塗ぬ
り
ば
し箸
」
は
、
金
銀
箔
や
貝
殻
を
漆う

る
し
か
ら
研
ぎ
出
し
て
作

る
模
様
が
美
し
く
、
瞬
く
間
に
普
及
。
高
価
な
調
度
品

と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
庶
民
の
食
卓
を
彩
り
、
小
浜

の
食
文
化
を
今
日
ま
で
支
え
て
き
ま
し
た
。

後
継
者
不
足
、
迫
る
危
機

　

伝
統
工
芸
は
、
手
工
業
性
と
伝
統
性
を
現
代
に
伝
え
、

わ
た
し
た
ち
の
生
活
に
豊
か
さ
と
潤
い
を
与
え
て
く
れ
ま

す
。
そ
の
中
で
も
、
若
狭
塗
は
、
小
浜
の
も
の
づ
く
り
文

化
を
象
徴
し
、「
小
浜
ら
し
さ
」
を
表
す
顔
と
い
え
る
存
在

と
し
て
、
地
域
の
生
活
、
風
土
と
深
い
関
係
を
持
ち
、
地

域
経
済
に
お
い
て
も
重
要
な
位
置
づ
け
に
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、近
年
、従
事
者
の
高
齢
化
と
後
継
者
の
な
り
手

不
足
に
よ
り
、
若
狭
塗
を
手
で
作
る
職
人
は
減
り
続
け
、

現
在
、
若
狭
漆
器
協
同
組
合
に
所
属
す
る
若
狭
塗
伝
統
工

芸
士
（
国
認
定
）
は
５
人
。
平
成
８
年
度
に
約
７
千
万

円
あ
っ
た
生
産
額
も
年
々
減
少
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

　

先
人
が
４
０
０
年
か
け
て
築
き
上
げ
て
き
た
、
ま
ち
の

形
を
、今
、わ
た
し
た
ち
は
失
お
う
と
し
て
い
ま
す
。
市
民

一
人
一
人
が
こ
の
問
題
を
考
え
る
と
き
が
来
て
い
ま
す
。

まちが誇る伝統工芸に迫る危機。今、わたしたちに  できることは



　

今
年
４
月
、若
狭
塗
の
職
人
で
作
る
若

狭
漆
器
協
同
組
合
の
理
事
長
に
就
任
。伝

統
工
芸
体
験
の
で
き
る「
若
狭
工
房（
食

文
化
館
内
）」の
運
営
に
も
携
わ
り
、
若
狭

塗
の
普
及
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
「
工
房
を
訪
れ
る
県
外
の
人
は
も
ち
ろ

ん
、
地
元
の
人
か
ら
も
、『
作
る
の
が
こ

ん
な
に
大
変
だ
と
は
知
ら
な
か
っ
た
』

と
い
う
言
葉
を
も
ら
う
な
ど
、
若
狭
塗

を
身
近
に
感
じ
て
も
ら
え
る
場
所
に
な

っ
て
い
ま
す
。
学
校
で
の
出
前
授
業
や

県
外
の
イ
ベ
ン
ト
で
の
研
ぎ
出
し
実
演

な
ど
、
積
極
的
な
活
動
を
通
し
て
、
多

く
の
人
に
小
浜
が
誇
る
伝
統
文
化
に
つ

い
て
知
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
」

　

若
狭
塗
の
後
継
者
不
足
に
も
、
日
に

日
に
危
機
感
を
募
ら
せ
ま
す
。

若狭工房で塗箸の研ぎ出し体験を指導

　

唐
草
模
様
の
風
呂
敷
を
ひ
ざ
の
上
に

敷
き
、集
中
力
を
最
大
限
ま
で
高
め
て
、

目
の
前
の
塗
箸
か
ら
模
様
を
研
ぎ
出
し

て
い
く
。
若
狭
塗
の
伝
統
工
芸
士
・
羽は

だ田

浩こ
う
い
ち一
さ
ん
の
ス
タ
イ
ル
で
す
。

　

由
緒
あ
る
若
狭
塗
の
店
に
生
ま
れ
た

羽
田
さ
ん
。
伝
統
工
芸
士
の
父
親
の
背

中
を
見
て
育
つ
う
ち
に
、
自
然
と
自
分

も
職
人
に
な
る
と
思
っ
て
い
た
そ
う
で

す
。
22
歳
の
と
き
に
塗
り
の
基
本
を
学

ぶ
た
め
に
、
鯖
江
市
の
漆
器
職
人
に
弟

子
入
り
し
、７
年
間
修
行
を
積
み
ま
す
。

　
「
修
業
時
代
は
住
み
込
み
、
無
給
で
大

変
で
し
た
。
で
も
、
本
当
に
つ
ら
か
っ
た

の
は
、
塗
り
を
失
敗
し
て
商
品
を
ダ
メ

に
し
て
し
ま
い
、
親
方
が
お
客
さ
ん
に

お
詫
び
の
電
話
を
か
け
て
い
る
の
を
聞

い
た
と
き
。あ
れ
は
一
番
つ
ら
か
っ
た
」

　

修
行
を
終
え
て
、
小
浜
に
帰
っ
て
来

た
羽
田
さ
ん
は
、
父
親
の
要よ

う
い
ち
ろ
う

一
郎
さ
ん

か
ら
、本
格
的
に
若
狭
塗
を
学
び
ま
す
。

平
成
15
年
に
、
要
一
郎
さ
ん
が
亡
く
な

る
と
14
代
目
を
継
ぎ
、
そ
の
後
、
国
の

伝
統
工
芸
士
の
資
格
を
取
得
。
平
成
19

年
に
は
、
活
動
が
評
価
さ
れ
、
県
内
初

の
伝
統
的
工
芸
品
産
業
功
労
者
等
の
経

済
産
業
大
臣
表
彰
奨
励
賞
を
受
け
ま
す
。

　
「
修
行
か
ら
帰
っ
て
来
て
、
父
の
下
で

学
ん
で
い
た
と
き
、
最
初
は
父
の
や
り

方
を
ま
ね
な
が
ら
や
っ
て
い
ま
し
た
」

　

し
か
し
、羽
田
さ
ん
は
、徐
々
に
そ
れ

で
は
満
足
で
き
な
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。

　
「
年
数
が
経
つ
と
、
父
の
作
品
に
対
し

て
、
も
っ
と
こ
う
し
た
ら
い
い
の
に
、
と

思
う
自
分
の
感
性
が
顔
を
出
す
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
例
え
ば
父
は
、
桜
の
花

び
ら
の
模
様
を
赤
で
表
現
し
て
い
ま
し

た
が
、
わ
た
し
は
、
ピ
ン
ク
の
色
を
漆

で
作
っ
て
塗
り
ま
し
た
。
桜
の
色
は
ピ

ン
ク
だ
ろ
う
と（
笑
）。
血
が
つ
な
が
っ

て
い
る
親
子
で
も
、
感
性
と
い
う
も
の

は
違
い
ま
す
。
そ
し
て
、
職
人
と
は
自

分
の
感
性
か
ら
作
品
を
生
み
出
す
も
の

で
す
。父
も
含
め
て
歴
代
の
職
人
も
き
っ

と
そ
う
し
て
き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
」

生
き
る
職
人
と
し
て
確
立
し
た
い
で
す
」

　

そ
ん
な
羽
田
さ
ん
に
、
や
り
が
い
を

尋
ね
る
と
、「
自
分
が
作
っ
た
も
の
が
、

お
客
さ
ん
に
喜
ん
で
も
ら
え
た
と
き
に
、

や
り
が
い
を
感
じ
ま
す
。
塗
箸
は
毎
日

使
う
も
の
な
の
で
、
先
端
が
ど
う
し
て

も
は
げ
て
き
ま
す
。
そ
ん
な
箸
を
持
っ

た
お
客
さ
ん
が
、『
長
く
使
い
た
い
か
ら
』

と
、
修
理
を
依
頼
し
に
来
て
く
れ
る
ん

で
す
。
そ
の
言
葉
は
職
人
み
ょ
う
り
に

つ
き
ま
す
ね
。
わ
た
し
は
、
現
代
の
生

活
に
応
じ
た
商
品
を
作
り
、
現
代
人
が

喜
ん
で
使
い
た
い
と
思
え
る
も
の
を
作

り
た
い
。
そ
の
た
め
に
、
常
に
自
分
に

厳
し
く
、
妥
協
し
な
い
商
品
づ
く
り
を

心
が
け
て
い
ま
す
」
と
、
優
し
く
笑
っ

て
答
え
て
く
れ
ま
し
た
。

　
「
時
代
と
と
も
に
社
会
や
価
値
観
が
変

わ
っ
て
い
く
の
を
感
じ
て
い
ま
す
。
安
定

し
た
収
入
を
得
づ
ら
い
職
人
に
な
ろ
う
と

い
う
若
者
は
正
直
少
な
い
で
す
。た
だ
、

４
０
０
年
続
い
た
若
狭
塗
の
伝
統
を
絶

や
し
た
く
な
い
、
次
の
後
継
者
を
育
成

し
た
い
、と
い
う
強
い
思
い
は
あ
り
ま
す
」

　

手
を
こ
ま
ね
い
て
い
る
訳
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
い
ま
、
組
合
の
理
事
長
と
し

て
、
羽
田
さ
ん
は
、
県
や
市
と
連
携
す

る
こ
と
で
、
修
業
中
の
職
人
へ
の
助
成

に
つ
い
て
の
検
討
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
「
若
狭
塗
の
修
行
は
１
年
で
覚
え
ら
れ

る
も
の
で
は
な
く
、最
低
５
年
は
必
要
。

そ
の
期
間
を
無
給
の
弟
子
と
し
て
辛
抱

す
る
の
は
非
常
に
難
し
く
、
そ
こ
が
後

継
者
不
足
の
原
因
の
一
つ
に
な
っ
て
い

ま
す
。
一
定
期
間
の
給
与
を
保
証
で
き

る
と
若
い
担
い
手
も
増
え
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
」と
、期
待
を
よ
せ
ま
す
。

　
「
親
方
や
父
が
わ
た
し
を
育
て
て
く
れ

た
よ
う
に
、
わ
た
し
も
一
人
前
の
職
人

を
育
て
る
こ
と
が
、
あ
の
と
き
の
恩
を

返
し
、
次
世
代
へ
バ
ト
ン
を
つ
な
ぐ
と

い
う
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
」

　

伝
統
、時
代
、高
い
壁
に
ぶ
つ
か
り
な

が
ら
も
、羽
田
さ
ん
は
挑
み
続
け
ま
す
。
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新
し
い
地
平
を
開
く

伝
統
と
格
闘

若
狭
塗
ー
受
け
継
が
れ
る
魂
　

　
特
集
シ
リ
ー
ズ
　「
小
浜
の
今
を
追
う
」

若狭漆器協同組合 理事長
羽

は だ

田 浩
こ う い ち

一 さん（52 歳・玉前）

若狭塗伝統工芸士。14 代
続く羽田漆器店の現当主。

　
「
貝
殻
、
卵
の
殻
、
松
葉
、
糸
な
ど
、
使

う
材
料
は
昔
も
今
も
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら

な
い
で
す
が
、
デ
ザ
イ
ン
は
職
人
ご
と

の
腕
の
見
せ
ど
こ
ろ
。
羽
田
漆
器
店
に

も
代
々
の
職
人
が
考
案
し
た
塗
り
の
デ

ザ
イ
ン
約
80
種
類
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
」

　

そ
う
言
っ
て
羽
田
さ
ん
が
取
り
出
し

た
箱
か
ら
は
、
実
際
に
塗
り
が
施
さ
れ

た
木
の
板
が
何
枚
も
出
て
き
ま
し
た
。

　
「
わ
た
し
た
ち
と
違
い
、昔
の
人
は
何
も

な
い
と
こ
ろ
か
ら
や
り
方
を
生
み
出
し
、

後
に
残
る
技
法
と
し
て
確
立
さ
せ
て
き

ま
し
た
。尊
敬
も
あ
る
し
、現
代
人
と
し
て

な
お
の
こ
と
頑
張
ろ
う
と
思
い
ま
す
ね
」

　
「
も
ち
ろ
ん
、
歴
代
の
職
人
に
負
け
た

く
な
い
と
も
思
う
し
、
こ
れ
ま
で
誰
も

や
っ
て
こ
な
か
っ
た
技
法
を
、
現
代
を 羽田漆器店の職人が代々受け継ぐデザイン

店舗兼作業場で若狭塗箸を作る羽田さん



こ
と
で
、
経
験
を
吸
収
し
た
い
で
す
」

　

職
人
と
し
て
の
道
を
歩
み
始
め
た
勝

彦
さ
ん
。
作
品
を
作
り
続
け
る
中
で
、
大

き
な
や
り
が
い
も
感
じ
て
い
ま
す
。

　
「
思
い
通
り
に
品
物
が
で
き
た
と
き
は
、

も
ち
ろ
ん
う
れ
し
い
で
す
が
、
お
客
さ

ん
に
喜
ん
で
も
ら
え
る
の
が
一
番
。
品

物
を
手
に
取
っ
て
も
ら
い
、『
き
れ
い
や

な
あ
』
と
、
言
っ
て
も
ら
え
る
と
素
直

に
う
れ
し
い
で
す
。
お
客
さ
ん
に
満
足

し
て
も
ら
え
る
も
の
を
届
け
た
い
で
す

し
、
親
父
の
と
き
か
ら
来
て
く
れ
て
い

る
お
客
さ
ん
に
『
落
ち
た
な
』
と
言
わ

れ
な
い
よ
う
に
、
頑
張
り
た
い
で
す
」

　

自
分
を
支
え
て
く
れ
る
家
族
へ
の
感

謝
の
気
持
ち
も
忘
れ
ま
せ
ん
。

　
「
妻
は
静
岡
県
出
身
な
の
に
、
全
然

知
ら
な
い
土
地
に
つ
い
て
来
て
、
い
ち

か
ら
仕
事
を
始
め
た
僕
を
支
え
て
く
れ

ま
し
た
。
と
て
も
感
謝
し
て
い
ま
す
。

亡
く
な
っ
た
母
に
は
、
職
人
と
し
て
の

自
分
を
見
せ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

母
も
親
父
の
仕
事
の
手
伝
い
を
し
て
い

た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。
自
分
が
や
る

よ
う
に
な
っ
て
、
初
め
て
、
母
も
こ
う

や
っ
て
仕
事
を
や
っ
て
い
た
ん
や
な
〜
。

と
、
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」

　

８
月
、
西
津
地
区
の
街
道
沿
い
に
あ

る
古
川
若
狭
塗
店
（
板
屋
町
）
を
尋
ね

る
と
、
４
代
目
店
主
の
古ふ

る
か
わ川
勝か

つ
ひ
こ彦
さ
ん

（
38
歳
）
が
出
迎
え
て
く
れ
ま
し
た
。

　

創
業
１
４
０
年
の
若
狭
塗
店
の
次
男

に
生
ま
れ
た
勝
彦
さ
ん
。
３
年
前
に
当

時
勤
め
て
い
た
静
岡
県
の
自
動
車
会
社

を
辞
め
て
、
妻
の
茉ま

み実
さ
ん
（
30
歳
）

と
と
も
に
小
浜
に
戻
っ
て
き
ま
し
た
。

若
狭
塗
の
伝
統
工
芸
士
で
、
父
の
光こ

う
さ
く作

さ
ん
（
73
歳
）
の
跡
を
継
ぐ
た
め
で
す
。

　
「
最
初
は
僕
の
兄
が
継
ぐ
と
思
っ
て
い

た
の
で
す
が
、
継
が
な
い
と
聞
き
、
じ
ゃ

あ
自
分
が
若
狭
塗
の
職
人
に
な
り
た
い

と
思
い
ま
し
た
。
親
父
に
そ
の
こ
と
を

伝
え
た
と
き
は
、『
そ
う
か
』
と
言
わ
れ

た
だ
け
で
し
た
が
（
笑
）。
跡
継
ぎ
を
ど

う
す
る
か
と
い
う
心
配
は
あ
っ
た
と
思

う
の
で
す
が
、
親
父
は
僕
た
ち
兄
弟
に

無
理
強
い
を
し
た
こ
と
は
一
度
も
あ
り

ま
せ
ん
。『
あ
ん
た
ら
の
人
生
な
の
で
無

理
に
は
言
わ
な
い
』
と
言
っ
て
く
れ
る

よ
う
な
父
親
で
し
た
」

　

職
人
に
な
る
決
心
を
し
た
勝
彦
さ
ん

を
試
練
が
襲
い
ま
す
。
小
浜
に
帰
ろ
う

と
し
て
い
た
矢
先
に
、
母
の
す
み
枝え

さ

ん
が
亡
く
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
職
人

　

か
つ
て
光
作
さ
ん
が
使
っ
て
い
た
作

業
台
に
、
今
は
息
子
の
勝
彦
さ
ん
が
座

り
ま
す
。
使
い
込
ま
れ
た
道
具
に
囲
ま

れ
な
が
ら
、
積
み
重
ね
ら
れ
た
若
狭
塗

の
伝
統
と
じ
っ
く
り
向
き
合
い
ま
す
。

　
「
親
父
は
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
仕
事
ば
か

り
の
イ
メ
ー
ジ
で
し
た
。
趣
味
が
仕
事

だ
と
公
言
し
て
い
ま
し
た
の
で
（
笑
）。

自
分
も
職
人
に
な
っ
て
み
た
か
ら
こ
そ
、

改
め
て
す
ご
さ
を
感
じ
て
い
ま
す
。
僕

が
作
っ
た
も
の
を
親
父
が
作
っ
た
も
の

と
見
比
べ
る
と
、
ま
だ
ま
だ
追
い
つ
か

な
い
な
と
。
自
分
の
中
で
は
目
標
に
し

て
い
る
の
で
、
も
っ
と
教
え
て
も
ら
っ

て
、
早
く
追
い
つ
き
た
い
で
す
」

　

将
来
像
を
尋
ね
る
と
、
穏
や
か
な
笑

み
を
浮
か
べ
て
、答
え
て
く
れ
ま
し
た
。

　
「
正
直
、
僕
は
職
人
と
し
て
は
ま
だ

ま
だ
だ
と
思
い
ま
す
。
今
は
、
親
父
の

下
で
、
若
狭
塗
の
基
礎
と
な
る
行
程
を

一
つ
一
つ
し
っ
か
り
や
る
こ
と
に
注
力

し
て
い
ま
す
。学
ぶ
こ
と
は
多
い
の
で
、

と
に
か
く
一
生
懸
命
。
将
来
の
こ
と
は

考
え
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
腕
を
磨
い
て
、

よ
い
も
の
を
作
っ
て
い
き
た
い
で
す
ね
」

　

そ
の
瞳
は
、
ま
っ
す
ぐ
前
を
向
い
て

い
ま
し
た
。

の
修
行
を
開
始
し
て
、
５
カ
月
経
っ
た

と
き
、
光
作
さ
ん
が
脳
梗
塞
で
倒
れ
ま

す
。幸
い
一
命
は
取
り
留
め
ま
し
た
が
、

光
作
さ
ん
の
手
に
は
後
遺
症
が
残
り
、

若
狭
塗
を
作
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り

ま
す
。

　
「
修
行
を
や
り
始
め
た
矢
先
の
こ
と

に
、
正
直
こ
の
先
で
き
る
の
か
、
不
安

で
い
っ
ぱ
い
に
な
り
ま
し
た
」
と
、
勝

彦
さ
ん
は
当
時
を
振
り
返
り
ま
す
。

　

復
帰
し
た
光
作
さ
ん
は
リ
ハ
ビ
リ
を

重
ね
、
椅
子
に
座
っ
た
状
態
で
勝
彦
さ

ん
に
指
導
で
き
る
ま
で
に
回
復
。
古
川

さ
ん
親
子
の
二
人
三
脚
で
の
挑
戦
が
始

ま
り
ま
し
た
。

　
「
最
初
に
親
父
か
ら
学
ん
だ
の
は
若
狭

塗
箸
の
作
り
方
。
初
め
て
模
様
付
け
を

し
た
の
も
塗
箸
の
『
松
葉
起
こ
し
』
と
い

う
、
松
葉
と
菜
種
と
貝
を
使
っ
た
デ
ザ

イ
ン
で
し
た
。
今
は
塗
箸
以
外
に
、
箸

箱
や
名
刺
入
れ
な
ど
を
作
っ
て
い
ま
す
。

若
狭
塗
の
技
法
に
つ
い
て
親
父
に
聞
く

と
、
す
ぐ
に
答
え
が
返
っ
て
き
ま
す
。

親
父
の
修
行
時
代
は
、
聞
い
て
も
教
え

て
も
ら
え
ず
、
見
て
技
を
覚
え
た
そ
う

で
す
。
僕
は
も
う
親
父
の
仕
事
を
見
る

こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
そ
の
分
聞
く
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写真上／日々研鑽を積む古川若狭塗店4代目の古川勝彦
さん。この日は名刺入れを作っていた　左上／勝彦さん
が初めて作った若狭塗箸のデザイン「松葉起こし」。若狭
塗では基本デザインの一つ　左／3代目の光作さんが使っ
ていた店舗併設の作業場。現在は勝彦さんが使っている



　
世
界
に
誇
る
日
本
の
食
文
化
と
、
塗

箸
に
代
表
さ
れ
る
若
狭
塗
と
の
つ
な
が

り
に
つ
い
て
、
静
岡
文
化
芸
術
大
学
の

熊く
ま
く
ら倉
功い

さ
お夫
学
長
に
お
話
を
聞
き
ま
し
た
。

　

箸（
ハ
シ
）の
語
源
に
つ
い
て
は
、
諸

説
が
あ
り
ま
す
。「
ハ
シ
」
と
発
音
す
る

「
橋は

し

」
が
水
の
流
れ
な
ど
の
こ
ち
ら
側

と
向
こ
う
側
を
つ
な
ぐ
も
の
で
あ
り
、

「
梯は

し

」
も
地
面
と
高
い
と
こ
ろ
結
ぶ
「
は

し
ご
」
や
「
か
け
は
し
」
を
意
味
す
る

こ
と
か
ら
、「
箸は

し

」
も
〝
向
こ
う
側
〟
と

〝
こ
ち
ら
側
〟
の
ふ
た
つ
の
世
界
を
つ

な
ぐ
橋
渡
し
の
役
目
を
持
つ
道
具
と
し

て
、
こ
の
よ
う
な
名
称
が
付
け
ら
れ
た

の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

箸
は
、中
国
か
ら
日
本
へ
渡
来
し
て
、

日
本
で
は
、神
様
が
い
る
〝
向
こ
う
側
〟

と
人
間
の
世
界
で
あ
る
〝
こ
ち
ら
側
〟、

つ
ま
り
、
人
と
神
を
結
ぶ
道
具
に
な
っ

た
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と

か
ら
、
箸
は
、
わ
た
し
た
ち
の
身
体
の

一
部
と
し
て
、
手
で
は
出
来
な
い
繊
細

な
所
作
を
担
う
だ
け
で
な
く
、
心
の
一

部
で
も
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

そ
も
そ
も
、「
若
狭
塗
」
と
は
大
変
高

級
な
工
芸
品
で
あ
り
、昔
は
殿
様
な
ど
位

の
高
い
人
し
か
扱
え
な
か
っ
た
も
の
で
し

た
。
そ
れ
を
、
小
浜
の
地
で
、
同
様
の
技

法
に
よ
り
「
箸
」
を
作
り
、
庶
民
も
日
常

使
い
が
で
き
る
美
し
く
て
機
能
的
な「
若

狭
塗
箸
」
を
生
み
だ
し
た
こ
と
は
、
日

本
の
食
文
化
に
と
っ
て
重
要
な
役
割
を

果
た
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

日
本
は
、箸
食
文
化
圏
の
中
で
も
唯
一

箸
だ
け
を
使
う
国
で
す
。
奈
良
時
代
以

降
、
さ
じ
を
使
う
伝
統
が
消
え
て
、
箸

だ
け
を
使
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、

熱
い
汁
物
は
椀わ

ん

を
持
ち
、
直
接
口
を
つ

け
て
す
す
る
文
化
が
確
立
さ
れ
ま
し

た
。
そ
の
た
め
、
一
人
一
人
が
自
分
の

椀
や
箸
を
所
有
す
る
よ
う
に
も
な
り
ま

し
た
。

　

昨
年
、「
和
食
―
日
本
人
の
伝
統
的

な
食
文
化
」
が
ユ
ネ
ス
コ
（
国
連
教
育

科
学
文
化
機
関
）
の
無
形
文
化
遺
産
に

登
録
さ
れ
ま
し
た
。料
理
だ
け
で
な
く
、

器う
つ
わや
箸
な
ど
に
も
心
を
寄
せ
て
、
そ
れ

ら
を
愛め

で
な
が
ら
、
お
い
し
く
頂
く
、

そ
ん
な
感
性
も
日
本
人
が
世
界
に
誇
れ

る
伝
統
的
な
食
文
化
で
す
。
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「
和
食
」
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
登
録
の
立
役
者
が
語
る

若
狭
塗 

世
界
へ
の
可
能
性

若
狭
塗
ー
受
け
継
が
れ
る
魂
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静岡文化芸術大学  学長

熊
くまくら

倉 功
い さ お

夫 さん（71 歳・京都市）

「和食」文化の保護・継承国民会議
会長として、「和食−日本人の伝統
的な食文化」のユネスコ無形文化
遺産登録に大きな功績を果たす。

移り行く時代の中でも輝く価値
がある

「職人」を就職先に！
■問い合わせ　商工観光課☎ 5

3・9705

【伝統工芸士が教える本格的体験教室】

体験内容　若狭塗のお箸のデザイン・製作
期　　間　6 カ月程度（全 7 回・1 回約 1 時間）
　　　　　※スケジュールは相談のうえ決定
対 象 者　中学生以上
参 加 費　中学生・高校生　無料
　　　　　一般　1 膳 6 千円
　　　　　※参加費は 1 回目の教室で集金
定　　員　先着 10 人
講　　師　加

か ぶ く

福清
せ い た ろ う

太郎さん（若狭塗伝統工芸士）
体験場所　若狭工房（川崎三丁目・食文化館2階）
申し込み　商工観光課まで

【若狭ものづくりプロジェクトー後継者育成事業ー】

　若狭塗の製造に専業的に従事する意志を持っている人
を対象に、伝統工芸士が、若狭塗に関する全般的な基礎
知識や技能習得のための指導を行います。
　ものづくりが好き、日本の文化が好き。入口はさまざま
です。仕事を探している人は、この機会にご連絡ください。

内　　容　伝統工芸士の下、マンツーマンの指導で技能
　　　　　習得を目指します。習得期間中（5 年）は、
　　　　　生活費負担軽減のため、一定額を支給します
場　　所　市内の伝統工芸士の工房
募集定員　1 人（男女不問。選考のため面接などを実施）
応募期限　10 月 31 日㊎※定員に満たない場合は再募集
※詳しくは、商工観光課までご連絡ください

 弟子入り体験を希望の人はこちら
働きたい熱意のある人はこちら

明日を作る仕事


