
市報むらかみ　　2018.1.15　　4

　

国
の
伝
統
的
工
芸
品
の
指
定
を
受
け
て

い
る
「
村
上
木
彫
堆
朱
」。
花
、
鳥
、
山さ

ん

水す
い

な
ど
の
図
柄
を
木き

地じ

に
彫
刻
し
、
漆
を
塗

り
重
ね
、
さ
ら
に
毛け

彫ぼ

り
を
施
し
て
漆
を

擦
り
込
む
。
独
特
の
技
法
が
生
ん
だ
至
高

の
美
の
世
界
。
そ
の
技
術
力
と
品
質
の
良

さ
は
、
漆
工
芸
品
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
村
上
木
彫
堆
朱
を
取
り
巻
く

現
況
は
、
職
人
の
高
齢
化
や
後
継
者
不
足
、

知
名
度
不
足
な
ど
の
問
題
を
抱
え
て
い
ま

す
。

　

こ
の
現
状
を
打
開
す
る
た
め
、
平
成
28

年
度
か
ら
村
上
木
彫
堆
朱
の
プ
ロ
モ
ー
シ

ョ
ン
事
業
に
取
り
組
み
、
平
成
29
年
４
月

か
ら
は
、
村
上
堆
朱
事
業
協
同
組
合
が
、

３
人
の
若
者
を
雇
用
し
、
後
継
者
育
成
を

始
め
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
特
集
で
は
、
こ
の
村
上
木
彫
堆

朱
の
魅
力
に
迫
り
ま
す
。

職人の矜
きょう

持
じ

が生きる

特集 村
むら

上
かみ

木
き

彫
ぼり

堆
つい

朱
しゅ

の魅力
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も
と
も
と
の
堆
朱
は
、
漆
を
塗
り
重
ね

て
厚
み
を
出
し
、
そ
こ
に
彫
刻
を
施
し
て

文も
ん

様よ
う

に
し
た
も
の
で
す
。
対
し
て
村
上
木

彫
堆
朱
は
、
芯
に
な
る
木
地
に
彫
刻
を
施

し
、
そ
こ
に
漆
を
塗
る
と
い
う
技
法
が
取

ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
技
法
は
江
戸
時
代

に
編
み
出
さ
れ
た
も
の
で
、
本
来
の
堆
朱

を
木
彫
り
と
し
て
再
現
し
た
村
上
独
特
の

技
術
で
す
。

　

そ
し
て
、
も
う
一
つ
の
特
徴
が
つ
や
消

し
で
す
。
鏡
面
の
よ
う
に
曇
り
な
く
、
つ

や
つ
や
と
光
る
他
の
漆
器
に
対
し
、
村
上

木
彫
堆
朱
は
お
ぼ
ろ
月
の
光
の
よ
う
な
奥

深
い
つ
や
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
普
段

か
ら
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
手
に
な
じ

ん
だ
味
わ
い
の
あ
る
つ
や
が
生
ま
れ
て
き

ま
す
。

堆
つい

朱
しゅ

村上の伝統的な技法で、木地に
彫刻をして漆を塗り重ねて仕上げ
ます。使いこむことで、自然なつ
やと明るみが増していきます。

色
いろ

漆
うるし

塗
ぬり

上塗りに数色の色漆を用いて、
鮮やかに塗り上げる技法。これ
により色彩豊かな表現が可能と
なりました。

堆
つい

黒
こく

堆朱と同様に伝統的な技法で、
中塗りから黒漆を用いて上塗り
し、黒

くろ

呂
ろ

色
いろ

漆
うるし

にて塗り上げます。

三
さん

彩
さい

彫
ぼり

彫
ちょう

漆
しつ

とも言い、彫刻のない木地
に朱・黄・緑の三色を塗り重ね、
最後に黒を塗り上げてから表面
を彫り、色を出す技法。

朱
しゅ

溜
だめ

塗
ぬり

堆朱の工程のつや消し後、さら
に溜

ため

漆
うるし

を２、３回塗り重ねて丁
寧に研磨して仕上げる技法。

金
きん

磨
ま

塗
ぬり

堆朱、堆黒の色漆の間に金
きん

箔
ぱく

を
置き、研ぎ出しをして彩

さい

色
しき

と金
箔の美しさを出したものです。

村 上 木 彫 堆 朱 の 種 類

　
　
村
上
木
彫
堆
朱
の
歴
史

　

堆
朱
の
歴
史
は
大
変
古
く
、
中
国
・
唐と

う

の
時
代
（
六
一
九
〜
九
〇
七
年
）
に
始
ま

り
、
平
安
末
期
〜
鎌
倉
初
期
に
日
本
に
伝

来
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
村
上
に
お

け
る
堆
朱
の
歴
史
は
、
江
戸
時
代
に
武
家

の
余よ

技ぎ

と
し
て
武
士
の
間
で
始
め
ら
れ
、

以
降
は
藩は

ん

主し
ゅ

の
奨し

ょ
う
れ
い励
も
あ
り
、
町
民
に
ま

で
広
く
伝
わ
っ
て
盛
ん
に
な
り
ま
し
た
。

　

長
き
に
わ
た
り
、
伝
統
と
技
法
を
守
り

続
け
て
き
た
村
上
木
彫
堆
朱
は
、
昭
和
30

（
１
９
５
５
）
年
に
「
新
潟
県
文
化
財
」

に
指
定
さ
れ
、
昭
和
51
（
１
９
７
６
）
年

に
は
国
の
「
伝
統
的
工
芸
品
」
に
も
指
定

さ
れ
ま
し
た
。
現
在
で
は
上
記
の
６
種
類

の
技
法
を
ひ
と
ま
と
め
に
し
、
村
上
木
彫

堆
朱
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　
　
村
上
木
彫
堆
朱
の
特
徴

　
「
堆つ

い

」
と
い
う
字
に
は
『
積
み
重
ね
る
』

と
い
う
意
味
が
あ
り
、
堆
朱
は
朱
色
の
漆

で
厚
い
層
を
つ
く
り
、
山
水
や
花
鳥
を
浮

き
彫
り
に
し
た
も
の
で
す
。
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後
継
者
育
成
に
動
き
出
す

　

村
上
堆
朱
事
業
協
同
組
合
で
は
、

産
業
の
活
性
化
と
後
継
者
育
成
の
た

め
に
、
昨
年
４
月
か
ら
３
人
の
若
者

を
雇
用
し
て
い
ま
す
。
こ
の
世
界
に

飛
び
込
ん
だ
新
人
３
人
に
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
を
し
て
み
ま
し
た
。

─
後
継
者
育
成
に
応
募
し
た
理
由
を

聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
。

　

大
葉
田　

祖
父
が
村
上
木
彫
堆
朱

の
彫
り
師
を
や
っ
て
い
た
の
を
小
さ

い
頃
か
ら
見
て
い
て
、
い
つ
か
は
自

分
も
や
り
た
い
と
思
っ
て
応
募
し
ま

し
た
。

　

髙
橋　

家
族
に
勧
め
ら
れ
て
職
業

訓
練
校
で
村
上
木
彫
堆
朱
を
習
っ
て

い
た
時
に
、
こ
の
育
成
の
話
が
あ
っ

た
の
で
、
ぜ
ひ
や
っ
て
み
よ
う
と
思

い
応
募
し
ま
し
た
。

　

石
塚　

会
津
の
塗
り
な
ど
に
も
興

味
を
持
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
村
上

木
彫
堆
朱
の
三さ

ん

彩さ
い

彫ぼ
り

の
作
品
に
魅み

せ

ら
れ
、
こ
ん
な
き
れ
い
な
も
の
を
自

分
で
も
作
れ
た
ら
い
い
な
と
思
い
応

募
し
ま
し
た
。

─
実
際
に
村
上
木
彫
堆
朱
を
し
て
み

て
の
感
想
と
そ
の
魅
力
を
聞
か
せ
て

く
だ
さ
い
。

　

大
葉
田　

自
分
の
集
中
力
が
生
か

せ
て
、
彫
り
か
ら
塗
り
な
ど
い
ろ
い

ろ
な
こ
と
が
で
き
て
面
白
い
で
す
。

文
様
が
繊せ

ん

細さ
い

で
村
上
の
伝
統
が
息
づ

い
て
い
る
と
こ
ろ
が
魅
力
で
す
。

　

髙
橋　

覚
え
る
こ
と
が
た
く
さ
ん

あ
る
の
で
大
変
で
す
が
、
じ
っ
く
り

取
り
組
め
る
と
こ
ろ
が
自
分
に
合
っ

て
い
る
と
思
い
ま
す
。
ひ
と
つ
ひ
と

つ
長
い
工
程
を
経
て
作
品
が
で
き
る

と
こ
ろ
が
魅
力
で
す
。

　

石
塚　

中
身
を
知
る
た
び
に
い
ろ

い
ろ
な
発
見
が
あ
り
、
奥
深
さ
を
感

じ
ま
す
。
手
間
暇
を
惜
し
ま
ず
妥
協

せ
ず
、
ひ
と
つ
の
作
品
を
完
成
さ
せ

る
と
こ
ろ
が
魅
力
で
す
。

─
将
来
の
夢
を
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
。

　

大
葉
田　

村
上
木
彫
堆
朱
の
伝
統

は
継
承
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
思
い
ま
す
。
自
分
が
そ
れ
に
な

り
、
さ
ら
に
次
世
代
に
引
き
継
い
で

い
け
た
ら
い
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

髙
橋　

は
っ
き
り
と
し
た
考
え
は

ま
だ
あ
り
ま
せ
ん
が
、
村
上
木
彫
堆

朱
の
継
承
が
で
き
て
い
け
れ
ば
い
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

石
塚　

伝
統
を
生
か
し
な
が
ら
現

代
的
な
要
素
を
取
り
入
れ
た
堆
朱
を

作
っ
て
、
自
分
の
お
店
を
持
て
た
ら

い
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

▲彫りの練習に励む３人

石
い し

塚
づ か

 未
み

央
お

さん
長岡市出身、24歳
趣味は絵を描くこと

大
お お

葉
は

田
た

 康
や す

晴
は る

さん
安良町出身、31歳
趣味は読書

髙
た か

橋
は し

 郁
かおる

さん
松山出身、25歳
趣味は音楽鑑賞

村上木彫堆朱の世界に飛び込んだ３人
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後
継
者
に
教
え
る
職
人
た
ち

　

こ
の
３
人
の
若
者
た
ち
に
村
上
木

彫
堆
朱
の
技
を
教
え
る
の
が
、
ベ
テ

ラ
ン
職
人
の
方
々
で
す
。

　

手
仕
事
が
好
き
な
川
上
さ
ん
は
、

16
歳
で
堆
朱
の
世
界
の
門
を
叩
き
、

こ
れ
ま
で
48
年
間
彫
り
続
け
て
き
ま

し
た
。

　

彫
り
の
魅
力
を
「
木
の
ぬ
く
も
り

を
感
じ
な
が
ら
、
自
分
好
み
の
も
の

に
作
品
を
仕
上
げ
た
と
き
の
達
成
感
」

だ
と
語
り
ま
す
。「
木
の
質
や
木
目
に

よ
っ
て
彫
り
方
を
変
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
こ
ろ
は
、
今
で
も
難
し
い

が
、
や
り
が
い
が
あ
る
ん
だ
よ
」。
彫

る
箇
所
に
よ
っ
て
何
本
も
の
彫
刻
刀

を
使
い
分
け
、
ひ
と
彫
り
ひ
と
彫
り

に
魂
を
吹
き
込
む
と
い
い
ま
す
。

　

育
成
中
の
３
人
に
向
け
て
「
３
年

間
頑
張
っ
て
ほ
し
い
。
こ
の
業
界
を

引
っ
張
っ
て
い
く
世
代
な
の
だ
か
ら
、

私
の
技
術
を
惜お

し
み
な
く
伝
え
た
い
。

今
後
は
若
い
世
代
に
活
躍
し
て
も
ら

わ
な
い
と
い
け
な
い
の
で
、
若
い
人

た
ち
の
感
覚
も
取
り
入
れ
て
、
村
上

木
彫
堆
朱
を
進
化
さ
せ
て
い
っ
て
ほ

し
い
で
す
ね
」
と
エ
ー
ル
を
送
り
ま

す
。

　

絵
を
描
く
こ
と
が
好
き
な
小
田
さ

ん
は
、
高
校
卒
業
後
に
上
京
し
、
額が

く

縁ぶ
ち

店
へ
就
職
。
５
年
後
に
も
っ
と
自

分
に
合
っ
た
い
い
も
の
を
作
っ
て
み

た
い
と
村
上
に
戻
り
、
漆
の
世
界
へ
。

修
行
を
積
み
27
歳
の
時
に
、
塗
り
師

と
し
て
独
立
し
ま
し
た
。

　

漆
の
特
徴
を
「
化
学
塗
料
で
は
出

せ
な
い
優
雅
な
色
合
い
が
出
る
し
、

漆
の
塗と

膜ま
く

に
は
通
気
性
が
あ
る
の
で

中
の
木
が
蒸
れ
な
い
。
抗
菌
作
用
も

あ
る
」
と
語
り
ま
す
。「
実
は
、
一
番

重
要
な
の
は
塗
り
で
は
な
く
研と

ぎ
な

ん
だ
よ
」
と
話
し
、
た
く
さ
ん
の
砥と

石い
し

を
取
り
出
す
小
田
さ
ん
。「
堆
朱
は

塗
り
重
ね
て
い
く
も
の
だ
か
ら
、
塗

っ
た
後
に
で
き
る
刷は

毛け

目
や
塗
り
ム

ラ
を
な
く
す
る
た
め
に
、
砥
石
で
研

が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。『
塗
っ
て
は

研
ぐ
』
の
繰
り
返
し
だ
よ
」。
繊
細
に

彫
ら
れ
た
絵
柄
の
凹お

う

凸と
つ

に
合
わ
せ
研

ぐ
た
め
に
、
い
ろ
い
ろ
な
形
の
砥
石

を
使
い
ま
す
。

　

育
成
中
の
３
人
に
向
け
て
「
黙
々

と
取
り
組
む
姿
勢
が
す
ば
ら
し
い
。

３
年
間
で
、
な
ん
と
か
多
く
の
技
術

を
習
得
し
て
ほ
し
い
で
す
ね
」
と
エ

ー
ル
を
送
り
ま
す
。

▲彫刻刀の柄は、すべて手作り

▲砥石の数々、これでも一部

［彫りを教える］

彫り師　川
か わ

上
か み

 健
け ん

さん（小国町）

［塗りを教える］

塗り師　小
お

田
だ

 和
か ず

生
お

さん（肴町）
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新
た
な
試
み

　  

堆
朱
に
若
い
感
性
を

　

村
上
堆
朱
事
業
協
同
組
合
が
、
長

岡
造
形
大
学
と
３
年
前
か
ら
行
っ
て

い
る
村
上
木
彫
堆
朱
の
開
発
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、

同
大
学
の
学
生
が
市
内
の
堆
朱
店
を

訪
れ
、
歴
史
や
製
作
工
程
な
ど
を
学

び
、
学
生
が
思
い
描
い
た
デ
ザ
イ
ン

を
、
職
人
た
ち
が
実
際
に
作
品
を
試

作
す
る
取
り
組
み
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
も
「
地
球
儀
」
や
「
時
計
」

な
ど
を
製
作
。
昨
年
に
は
実
際
の
試

作
品
か
ら
商
品
化
さ
れ
た
ブ
ッ
ク
カ

バ
ー
「K

O
IT
T
E
N

（
紅
一
点
）」
が

誕
生
し
て
い
ま
す
。

　

村
上
木
彫
堆
朱
は
、
以
前
は
引
き

出
物
や
記
念
品
な
ど
の
い
た
だ
き
物

と
し
て
、
市
民
の
方
も
手
に
入
れ
る

こ
と
が
多
か
っ
た
も
の
で
す
。
今
も

各
家
庭
に
眠
っ
て
い
る
村
上
木
彫
堆

朱
の
品
々
を
、
も
っ
と
気
軽
に
使
っ

て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
使
え
ば
使

う
ほ
ど
、
色
つ
や
が
出
て
味
わ
い
深

い
も
の
と
な
り
、
丁
寧
に
あ
つ
か
え

ば
長
期
に
わ
た
り
使
用
で
き
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
は
、
こ
れ
ま
で
の
伝
統

的
な
も
の
も
残
し
な
が
ら
、
時
代
に

マ
ッ
チ
し
た
新
し
い
も
の
を
取
り
入

れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
感

じ
て
い
ま
す
。

　 

堆
朱
を
日
常
に「
朱し

ゅ

器き

」誕
生

　

現
代
の
ク
リ
エ
ー
タ
ー
４
人
と
職

人
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
生
ま

れ
た
、
普
段
使
い
の
漆
器
ブ
ラ
ン
ド

「
朱
器
」。
気
持
ち
を
晴
れ
や
か
に
演

出
す
る
朱
色
を
生
か
し
た
デ
ザ
イ
ン

モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

昨
年
２
月
、
東
京
都
渋
谷
区
で
開

催
さ
れ
た
「r

ル
ー
ム
ス

oom
s34

」（
約
５
０
０

の
ブ
ラ
ン
ド
が
集
結
し
た
フ
ァ
ッ
シ

ョ
ン
と
デ
ザ
イ
ン
の
合
同
展
示
会
）

の
地
場
産
ブ
ー
ス
に
参
加
し
、
こ
の

朱
器
を
展
示
。
会
場
審
査
で
、
優
れ

た
作
品
の
証
で
あ
る
デ
ィ
ス
カ
バ
ー
・

ジ
ャ
パ
ン
の
高
橋
統
括
編
集
長
ア
ワ

ー
ド
賞
を
受
賞
し
ま
し
た
。

　
堆
朱
を
使
っ
て
み
ま
し
ょ
う

　

知
れ
ば
知
る
ほ
ど
、
そ
の
奥
深
さ

に
魅
了
さ
れ
る
村
上
木
彫
堆
朱
。
お

そ
ら
く
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
自
宅
や

実
家
の
押
し
入
れ
、
タ
ン
ス
な
ど
に

し
ま
い
込
ん
で
あ
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
こ
の
機
会
に
、
ぜ
ひ
、

堆
朱
を
出
し
て
み
ま
せ
ん
か
。
そ
し

て
ま
じ
ま
じ
と
見
て
み
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
彫
り
と
塗
り
の
鮮
や
か
さ
に
感

動
す
る
は
ず
で
す
。

　

年
の
初
め
に
、
村
上
木
彫
堆
朱
を

飾
り
、
使
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
村
上

の
職
人
た
ち
が
丹
精
込
め
て
作
っ
た

作
品
は
、
飾
る
こ
と
、
使
う
こ
と
で

生
き
て
き
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ

・
村
上
堆
朱
事
業
協
同
組
合

　

☎
53
‐
１
７
４
５

・
商
工
観
光
課
商
工
振
興
室

　

☎
53
‐
２
１
１
１
（
内
線
３
５
３
）

▲�背表紙が村上木彫堆朱となっている
KOITTEN（紅一点）

▲普段使いできる、ぐい呑
の

みの「朱器の酒
しゅ

器
き

」

専
務
理
事

　

高た
か

橋は
し 

利と
し

英え
い

さ
ん（
猿
沢
）

村上堆朱事業協同組合専務理事に聞く

Ｐ
Ｒ
動
画
を
配
信
中

女性アイドルグループ
Negicco（ねぎっこ）
が紹介しています

村上木彫堆朱の技と
朱器を紹介しています
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