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２
０
１
Ĺ
年
度ġ

壱
木
呂
の
会
ク
ロ
メ
会

［ġ
目ġ

次ġ

］

特別指導「縄文人の漆掻き再現」
黒曜石などを使う縄文人の採取法を、国立歴史民俗博物館の准教授・
工藤雄一郎氏に指導を頂きながら再現と講演「縄文の漆の話」が行わ
れました。

Ȯġນġঞġȯ

　
２
０
１
８
年
９
月
８
日
と
９
日
、
初
め
て
ク
ロ
メ
会
に

参
加
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。数
日
経
ち
、
お
会
い
す
る
こ

と
の
で
き
た
皆
様
の
お
顔
と
、
奥
久
慈
の
澄
ん
だ
空
気
、

漆
を
練
っ
た
感
触
を
、
あ
た
た
か
く
思
い
起
こ
し
て
お
り

ま
す
。当
日
は
水
郡
線
の
遅
れ
が
生
じ
、
戸
惑
い
な
が
ら

到
着
し
ま
し
た
が
、
初
め
て
お
会
い
す
る
本
間
理
事
長
を

は
じ
め
壱
木
呂
の
会
の
皆
さ
ま
の
お
優
し
い
笑
顔
に
ホ
ッ

と
安
心
致
し
ま
し
た
。

　
私
は
２
０
１
６
年
に
壱
木
呂
の
会
へ
入
会
さ
せ
て
頂
き
、

茨
城
県
産
の
漆
を
使
わ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
し
た
が
、
精

製
の
方
法
を
知
ら
ず
、
摺
り
漆
に
用
い
る
の
み
で
し
た
。こ

の
度
初
め
て
、念
願
の
ク
ロ
メ
を
体
験
さ
せ
て
頂
き
、と
て

も
有
り
難
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。熟
練
の
先
生
方
に
ご
指

導
頂
き
、
時
に
は
作
業
を
代
わ
っ
て
下
さ
っ
て
い
る
間
に
、

昼
食
を
と
り
、
ウ
ル
シ
の
木
を
用
い
た
草
木
染
め
も
体
験

さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。当
日
は
曇
り
の
天
気
で
、時
々
雨
や

風
が
吹
き
付
け
る
こ
と
も
あ
り
、室
内
で
の
ナ
ヤ
シ
の
後

は
、
軒
下
で
熱
を
加
え
な
が
ら
ク
ロ
メ
を
行
い
ま
し
た
。

ク
ロ
メ
会
に
参
加
し
て

小
梛ġ

真
弓

正
会
員
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ĲĶ　

̶
　

「
ク
ロ
メ
会
に
参
加
し
て
」

　
「
ク
ロ
メ
会
に
参
加
し
て
」

　
「
ク
ロ
メ
会
報
告
」

小
梛ġġ

真
弓

清
水ġġ

由
美

店
網ġġ

華
子

正
会
員

磯
井ġġ

美
葉

理ġġġ

事

ビ
ジ
タ
ー
参
加

２
０
１
８
年
度ġġ

壱
木
呂
の
会
ク
ロ
メ
会

正
会
員

ア
ジ
ア
漆
交
流
事
業ġ

Ūůġ
カ
ン
ボ
ジ
ア

正
会
員

吉
川ġ

由
季
子

賛
助
会
員

麦
工
房
展
を
拝
見
し
て

う
る
しġ

言
の
葉
「
ウ
ル
シ
の
木
の
植
林
」

石
野ġ

た
い
子
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５
０
０ｇ
の
漆
は
、
大
き
な
樽
へ
あ
け
る
と
た
っ
ぷ
り
と
し
た
量

で
、
そ
こ
へ
湿
ら
せ
た
鉄
粉
を
加
え
て
練
る
感
触
は
身
が
引
き

締
ま
る
心
地
で
し
た
。力
を
込
め
る
私
に
「
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て

ね
」
と
お
声
を
掛
け
て
頂
き
、
フ
ー
ッ
と
息
を
は
い
て
力
を
抜

き
、
漆
を
練
り
ま
し
た
。ナ
ヤ
シ
を
約
４０
分
間
、
ク
ロ
メ
を
約

１
０
０
分
間
行
っ
た
と
こ
ろ
で
状
態
を
見
て
頂
き
、終
了
と
な

り
ま
し
た
。途
中
、
漆
の
温
度
を
測
っ
て
頂
く
と
、
３２
度
か
ら

高
い
時
に
は
３９
度
に
な
り
、
そ
の
変
化
に
も
驚
き
ま
し
た
。

（
混
入
し
た
鉄
粉
を
取
り
除
く
に
は
、
磁
石
を
入
れ
て
数
日
お

く
方
法
を
教
わ
り
、帰
宅
後
、漆
の
中
か
ら
び
っ
し
り
と
鉄
粉
に

覆
わ
れ
た
ヤ
マ
モ
モ
の
実
の
よ
う
な
磁
石
を
取
り
出
す
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。）心
地
良
い
疲
れ
と
共
に
頂
い
た
、焙
煎
し
た
て
の

漆
コ
ー
ヒ
ー
の
香
ば
し
い
味
わ
い
は
格
別
で
し
た
。漆
の
花
か
ら

集
め
た
と
い
う
蜂
蜜
は
、
柑
橘
の
よ
う
な
爽
や
か
な
香
り
で
美

味
し
か
っ
た
で
す
。箸
作
り
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
は
時
間
の
関

係
で
参
加
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、お
分
け
頂
い
た
漆
材
の
鮮
や
か

な
黄
色
に
目
を
見
張
り
ま
し
た
。

　
懇
親
会
や
講
習
会
で
は
、
漆
に
携
わ
る
色
々
な
分
野
の
皆
様

に
お
会
い
し
、
多
く
の
貴
重
な
お
話
を
伺
う
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。ウ
ル
シ
の
木
を
植
え
て
育
て
る
こ
と
と
採
取
す
る
こ
と
の
難

し
さ
、
そ
れ
に
日
々
向
き
合
っ
て
お
ら
れ
る
方
々
に
お
会
い
し
、

漆
を
手
に
仕
事
が
で
き
る
こ
と
の
喜
び
を
強
く
感
じ
ま
し
た
。

作
り
手
の
私
に
と
っ
て
、
作
家
の
方
々
に
お
会
い
で
き
た
こ
と
も
、

と
て
も
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。工
藤
先
生
と
佐
々
木
先
生
の
お

話
は
専
門
的
で
あ
り
な
が
ら
素
人
の
私
に
も
理
解
し
や
す
く
、

縄
文
の
人
々
の
暮
ら
し
か
ら
、
根
源
的
な
大
切
な
も
の
を
感
じ

ま
し
た
。縄
文
時
代
の
漆
掻
き
と
、
石
斧
に
よ
る
木
の
伐
採
の

体
験
で
は
、そ
の
感
触
を
体
で
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
ク
ロ
メ
会
に
参
加
さ
せ
て
頂
き
、
普
段
経
験
す
る
こ
と
の
で

き
な
い
充
実
し
た
二
日
間
を
過
ご
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。最
後

に
な
り
ま
し
た
が
、
初
参
加
の
私
を
あ
た
た
か
く
お
迎
え
下
さ

り
、丁
寧
に
ご
指
導
く
だ
さ
っ
た
壱
木
呂
の
会
の
皆
様
と
参
加

者
の
皆
様
へ
、
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

石斧と黒曜石

漆の草木染

縄文時代の漆掻き
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す
で
に
肌
寒
い
気
候
の
秋
田
県
か
ら
、
下
道
を
走
る
こ

と
8
時
間
半
。ま
だ
ま
だ
夏
を
感
じ
る
自
然
豊
か
な
奥

久
慈
に
到
着
し
ま
し
た
。

　
私
は
去
年
よ
り
秋
田
県
の
川
連
漆
器
の
産
地
で
製
造

技
術
を
学
ん
で
お
り
ま
す
。も
と
も
と
は
東
京
の
荻
窪
出

身
で
、移
住
前
に
荻
房
の
本
間
幸
夫
先
生
の
も
と
に
訪
れ
、

壱
木
呂
の
会
や
ク
ロ
メ
会
に
つ
い
て
お
伺
い
し
て
お
り
、今

回
初
め
て
の
ク
ロ
メ
会
参
加
が
叶
い
ま
し
た
。

　
初
日
は
、
会
員
の
方
々
に
よ
る
ナ
ヤ
シ
・
ク
ロ
メ
作
業

の
見
学
、工
房
見
学
、ウ
ル
シ
林
と
漆
掻
き
の
見
学
、箸
の

制
作
体
験
に
参
加
し
ま
し
た
。

　
漆
掻
き
や
ナ
ヤ
シ
・
ク
ロ
メ
作
業
の
現
場
は
初
め
て
見

ま
し
た
が
、
漆
掻
き
で
は
漆
液
は
ほ
ん
の
少
し
ず
つ
し
か

取
れ
ず
、ま
た
、手
作
業
に
よ
っ
て
漆
が
一
日
が
か
り
で
精

製
さ
れ
る
の
を
目
の
当
た
り
に
し
、漆
を
使
う
際
は
決
し

て
無
駄
に
し
て
は
い
け
な
い
な
と
感
じ
ま
し
た
。漆
液
の

出
方
や
質
も
木
に
よ
っ
て
個
体
差
が
あ
り
、
そ
の
研
究
や

実
証
も
多
方
面
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
と
知
り
、大
変
勉
強

に
な
り
ま
し
た
。

　
二
日
目
は
、縄
文
時
代
の
漆
掻
き
や
漆
の
木
の
伐
採
方

法
を
見
学
し
、
黒
曜
石
を
用
い
た
漆
掻
き
は
実
際
に
体

験
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。縄
文
時
代
の
人
々
は
、
植

物
を
熟
知
し
、
そ
れ
を
無
駄
な
く
生
活
に
利
用
し
て
い
た

の
だ
と
実
感
で
き
ま
し
た
。

　
講
演
会
で
は
、
植
物
と
し
て
の
ウ
ル
シ
が
ど
こ
か
ら
来

て
い
つ
か
ら
使
わ
れ
て
い
た
の
か
、縄
文
人
が
ど
の
よ
う
に

漆
を
使
っ
て
い
た
の
か
、海
外
の
漆
事
情
に
つ
い
て
な
ど
を

お
聞
き
し
ま
し
た
。工
房
に
戻
っ
た
あ
と
は
カ
ン
ボ
ジ
ア

か
ら
持
っ
て
こ
ら
れ
た
漆
を
実
際
に
見
さ
せ
て
い
た
だ
く

機
会
も
あ
り
ま
し
た
。不
勉
強
の
自
分
に
と
っ
て
は
初
め

て
見
る
も
の
や
知
る
こ
と
ば
か
り
で
し
た
が
、
日
本
だ
け

で
な
く
、
ア
ジ
ア
広
域
で
太
古
よ
り
用
い
ら
れ
て
き
た
漆

は
や
は
り
す
ご
い
な
と
感
じ
ま
し
た
。

　
私
は
大
学
時
代
に
中
国
の
雲
南
省
に
留
学
を
し
て
お

り
、ベ
ト
ナ
ム
、ラ
オ
ス
、ミ
ャ
ン
マ
ー
な
ど
に
は
バ
ス
で
行

き
来
し
て
い
た
の
で
す
が
、
当
時
は
こ
の
辺
り
の
漆
文
化

に
つ
い
て
注
目
し
て
お
ら
ず
、
何
も
知
り
ま
せ
ん
で
し
た

（
大
学
卒
業
後
に
化
学
塗
料
な
ど
を
製
造
す
る
化
学

メ
ー
カ
ー
に
就
職
し
、
そ
れ
か
ら
漆
に
つ
い
て
興
味
を
持

ち
ま
し
た
）。い
つ
か
は
私
も
自
分
な
り
に
漆
に
主
眼
を

置
い
て
中
国
や
東
南
ア
ジ
ア
を
再
訪
し
た
い
と
思
い
ま
し

た
。

　
こ
の
二
日
間
、
漆
に
つ
い
て
た
く
さ
ん
の
こ
と
を
勉
強

さ
せ
て
い
た
だ
き
、先
生
方
、荻
房
ス
タ
ッ
フ
、事
務
局
の

方
々
を
は
じ
め
と
す
る
皆
さ
ま
に
は
大
変
お
世
話
に
な

り
ま
し
た
。初
め
て
の
参
加
で
し
た
が
、
皆
さ
ま
気
さ
く

に
お
話
し
て
く
だ
さ
り
、
そ
の
多
岐
に
わ
た
る
ご
経
験
や

知
識
を
お
聞
き
し
、大
変
刺
激
を
受
け
ま
し
た
。

　
自
分
は
入
門
者
で
、
漆
器
業
界
で
生
計
を
立
て
る
道

筋
は
ま
だ
立
っ
て
い
な
い
で
す
が
、と
に
か
く
周
り
の
方
々

の
お
話
を
聞
い
て
、技
術
を
よ
く
見
て
、今
で
き
る
こ
と
、

店
網ġ

華
子

ビ
ジ
タ
ー
参
加

縄文時代の漆の木の伐採方法

学
べ
る
こ
と
を
大
切
に
、
地
道
に
や
っ
て
い
こ
う
と
思
っ

て
お
り
ま
す
。今
後
と
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

ク
ロ
メ
会
に
参
加
し
て
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第
18
回
ク
ロ
メ
会
が
茨
城
県
常
陸
大
宮

市
地
域
で
一
泊
二
日
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
今
年
は
50
名
近
く
の
参
加
者
が
あ
り
ま

し
た
。

　
一
日
目
は
ク
ロ
メ
作
業
に
並
行
し
て
、
毎

年
好
評
の
漆
草
木
染
め
を
、
午
後
か
ら
は
伝

統
工
芸
木
工
作
家
五
十
嵐
誠
先
生
の
指
導

の
も
と
漆
の
木
で
箸
作
り
を
行
い
ま
し
た
。

　
休
憩
時
に
は
、
漆
の
実
を
焙
煎
し
た
漆
の

コ
ー
ヒ
ー
が
振
舞
わ
れ
ま
し
た
。

清
水ġ

由
美

正
会
員

ク
ロ
メ
会
報
告

漆の実を焙煎した漆
コーヒー
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佐々木由香氏による縄文時代の食べ物の検証 土器を使ってツルボのアク抜きを再現

講演（株式会社パレオ・ラボ 佐々木由香氏）

講演（国立歴史民俗博物館 准教授 工藤雄一郎氏）

採れたての漆を制作した漆の箸に塗る作業 漆刷毛製作者 内海志保氏によるヘアードネーションの毛を使った刷毛

講師（伝統工芸木工作家 五十嵐誠氏） 長野県で掻き終えた漆大木の木を使用して箸二膳を制作 

　
二
日
目
は
「
特
別
イ
ベ
ン
ト
　
縄
文
人
の
漆
掻
き
の
再
現-

Ⅲｰ

」
国

立
歴
史
民
俗
博
物
館
工
藤
雄
一
郎
氏
「
縄
文
人
の
漆
・
現
代
人
の
漆
」

と
株
式
会
社
パ
レ
オ
・
ラ
ボ
佐
々
木
由
香
氏
「
縄
文
人
の
新
た
な
植
物

食
・
縄
文
時
代
の
鱗
茎
利
用
」
の
講
演
を
聞
い
た
後
、
漆
畑
に
移
動

し
て
、
工
藤
氏
に
お
手
本
を
見
せ
て
い
た
だ
き
、
実
際
に
黒
曜
石
を
使

い
縄
文
時
代
の
漆
掻
き
を
体
験
し
ま
し
た
。
一
日
目
に
箸
作
り
を
し
た

人
は
、
木
肌
か
ら
滲
み
出
る
漆
を
直
接
刷
毛
で
箸
に
塗
り
ま
し
た
。

使
用
し
た
刷
毛
は
漆
刷
毛
製
作
者
内
海
志
保
氏
に
今
回
特
別
に
ヘ

ア
ー
ド
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
毛
を
使
っ
て
作
っ
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
す
。
掻

き
終
え
た
漆
の
木
は
石
斧
で
切
り
倒
し
ま
し
た
。

　
午
後
は
佐
々
木
氏
の
講
演
に
あ
り
ま
し
た
縄
文
人
の
新
た
な
植
物

食
を
実
証
実
験
し
ま
し
た
。
縄
文
遺
跡
か
ら
土
器
に
付
着
し
炭
化
し

た
鱗
茎
が
出
土
し
て
い
ま
す
。

　
今
回
は
漆
畑
の
近
く
に
生
え
て
い
た
ツ
ル
ボ
を
使
い
、
縄
文
人
が

行
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
や
り
方
で
何
度
も
茹
で
こ
ぼ
し
あ
く
抜
き
を

し
て
食
し
ま
し
た
。
縄
文
人
の
多
様
な
食
生
活
を
知
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

　
私
達
が
知
る
以
上
に
高
度
な
技
術
を
持
ち
文
化
的
な
生

活
を
し
て
い
た
縄
文
人
。
お
二
人
の
縄
文
人
へ
の
熱
い
思
い
、

情
熱
が
伝
わ
る
イ
ベ
ン
ト
で
し
た
。
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プ
ロ
グ
ラ
ム
の
主
な
内
容
は
、
漆
作
品
の
展
示（
ソ
フ
ィ

テ
ル
の
ロ
ビ
ー
と
エ
リ
ッ
ク
さ
ん
の
工
房
）、レ
ク
チ
ャ
ー
と

技
法
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
、
ポ
ス
タ
ー
セ
ッ
シ
ョ
ン
、

各
種
の
技
法
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
漆
掻
き

見
学
な
ど
で
し
た
。

　
技
法
デ
モ
で
は
、
小
椋
範
彦
先
生
が
全
体
会
議
で
蒔
絵

技
法
を
披
露
さ
れ
た
ほ
か
、4
日
目
に
も
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

を
さ
れ
ま
し
た
。ま
た
、2
日
目
に
は
、タ
イ
の
金
箔
、ミ
ャ

ン
マ
ー
の
タ
ヨ
ー
技
法
と
キ
ン
マ
技
法
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
卵

殻
装
飾
が
紹
介
さ
れ
、一
部
の
人
は
体
験
も
さ
れ
ま
し
た
。

　
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
タ
ヨ
ー
技
法
は
、
私
は
初
め
て
見
ま
し
た

が
、漆
と
藁
の
灰
を
合
わ
せ
て
粘
土
ぐ
ら
い
の
固
さ
に
練
り
、

立
体
的
な
花
び
ら
や
唐
草
模
様
で
美
し
い
装
飾
に
し
ま
す
。

　
ポ
ス
タ
ー
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
、
壱
木
呂
の
会
と
し
て
、
会
の

活
動
と
日
本
の
漆
の
採
取
法
、
漆
掻
き
道
具
の
作
成
技
術

の
継
承
活
動
な
ど
を
紹
介
し
ま
し
た
。ま
た
、
日
ご
ろ
お
世

話
に
な
っ
て
い
る
工
藤
雄
一
郎
先
生
、能
代
修
一
先
生
、佐
々

木
由
香
先
生
も
、縄
文
漆
の
ポ
ス
タ
ー
を
展
示
さ
れ
ま
し
た
。

　
9
月
1
日
か
ら
9
月
9
日
ま
で
、カ
ン
ボ
ジ
ア
で
、ア
ジ

ア
漆
交
流
事
業
2
0
1
8
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。宇
都
宮

大
学
の
松
島
さ
く
ら
子
先
生
が
中
心
と
な
っ
て
、

2
0
0
2
年
の
ミ
ャ
ン
マ
ー
を
ス
タ
ー
ト
に
行
わ
れ
て
い
る

も
の
で
す
。壱
木
呂
の
会
の
メ
ン
バ
ー
で
は
、三
好
か
が
り
さ

ん
、野
口
洋
子
さ
ん
、高
橋
香
葉
さ
ん
が
作
品
と
と
も
に
参

加
さ
れ
ま
し
た
。

　
今
回
は
、
世
界
遺
産
ア
ン
コ
ー
ル
ワ
ッ
ト
の
あ
る
シ
ェ
ム

リ
ア
ッ
プ
に
、
外
国
か
ら
の
申
込
参
加
者
だ
け
で
過
去
最

大
の
1
0
0
名
以
上
が
集
ま
り
ま
し
た
。出
身
国
は
、
日

本
、ミ
ャ
ン
マ
ー
、ベ
ト
ナ
ム
を
中
心
に
、タ
イ
、ラ
オ
ス
、台

湾
、中
国
、韓
国
な
ど
の
ア
ジ
ア
諸
国
の
ほ
か
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ

か
ら
も
、
漆
作
家
や
美
術
館
学
芸
員
の
方
の
参
加
が
あ
り

ま
し
た
。ア
メ
リ
カ
人
の
シ
ャ
シ
ャ
さ
ん
に
よ
る
、
漆
の
コ
ス

チ
ュ
ー
ム
を
用
い
た
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
も
あ
り
ま
し
た
。

　
地
元
カ
ン
ボ
ジ
ア
か
ら
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
で
漆
芸
と
そ
の

復
興
を
目
指
す
エ
リ
ッ
ク
・
ス
ト
ッ
カ
ー
さ
ん
と
工
房
の

職
人
さ
ん
た
ち
、
芸
術
大
学
漆
芸
科
の
先
生
も
参
加
さ
れ

た
ほ
か
、
初
日
の
開
会
セ
レ
モ
ニ
ー
に
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
文
化

工
芸
省
の
次
官
と
シ
ェ
ム
リ
ア
ッ
プ
日
本
領
事
も
来
ら
れ

ま
し
た
。

　
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
漆
掻
き
見
学
も
楽
し
い
イ
ベ
ン
ト
で
し
た
。

バ
ス
を
3
台
仕
立
て
て
2
時
間
ほ
ど
走
り
、エ
リ
ッ
ク
さ
ん

が
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
漆
液
を
買
っ
て
い
る
コ
ン
ポ
ン
ト
ム
州
の

村
に
行
き
ま
し
た
。

　
田
ん
ぼ
の
中
に
ウ
ル
シ
の
木
が
生
え
て
い
ま
す
が
、
雨
季

で
田
ん
ぼ
が
増
水
し
て
お
り
、道
路
か
ら
木
ま
で
歩
い
て
た

ど
り
着
く
ま
で
に
、一
同
膝
ま
で
水
に
つ
か
り
ま
し
た
。

　
採
り
方
も
、種
も
、日
本
と
は
か
な
り
様
子
が
違
い
ま
し

た
。採
り
方
は
、Ｖ
字
に
入
れ
た
切
り
込
み
に
竹
筒
を
差
し

込
ん
で
、1
週
間
ほ
ど
お
く
と
、筒
に
漆
が
た
ま
る
と
い
う

も
の
で
す
。途
中
で
雨
が
降
っ
て
も
、
む
し
ろ
水
が
フ
タ
の

役
割
を
し
て
都
合
が
い
い
と
い
う
説
明
で
し
た
。

　
今
回
の
イ
ベ
ン
ト
で
は
、
世
界
各
国
の
漆
好
き
が
集
ま

り
ま
し
た
。こ
の
取
り
組
み
を
通
じ
て
で
き
た
、漆
関
係
者

の
国
際
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
維
持
発
展
に
、
こ
れ
か
ら

も
協
力
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

ア
ジ
ア
漆
交
流
事
業
Ūů
カ
ン
ボ
ジ
ア

磯
井ġ

美
葉

理ġ

事

全
体
概
要

プ
ロ
グ
ラ
ム
内
容

カ
ン
ボ
ジ
ア
の
漆

今
後

ミャンマーのタヨー技法ワークショップ 小椋範彦先生の公開デモンストレーション

オープニングセレモニー

壱木呂の会のポスター（会の活動と日本の漆の採取法、漆掻き道具の作成技術の継承活動などを紹介）

ソフィテルのメイン会場入り口

カンボジア

カンボジアの漆採取法

水に浸かりながら漆の大木のもとへ

地面に落ちて芽を出したカンボジア漆の種を手にする
エリック・ストッカーさん
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小信製作所にて斎藤和芳氏の作業風景

① 

分
根
法

　
優
良
な
母
樹
の
性
質
を
受
け
継
い
だ
苗
の
生
産
が
可
能
だ

が
、
大
量
に
苗
を
生
産
す
る
に
は
や
や
不
向
き
な
方
法
。

　
奥
久
慈
で
は
分
根
法
で
苗
を
作
っ
て
い
る
。

　
よ
い
系
統
の
若
い
樹
か
ら
採
取
す
る
。（
漆
を
掻
い
た
木
や

老
木
か
ら
の
分
根
は
発
芽
率
・
成
長
率
が
低
い
）
採
取
す
る

分
根
の
大
き
さ
は
太
さ
約
1
㎝
、
長
さ
約
15
㎝
（
エ
ン
ピ
ツ
サ

イ
ズ
）。
植
え
る
時
に
根
の
上
下
を
間
違
え
な
い
よ
う
に
、
上

は
平
ら
に
下
は
斜
め
に
切
る
。
採
取
し
た
分
根
は
地
面
に
や

や
斜
め
に
約
30
㎝
間
隔
で
差
し
、
切
り
口
が
隠
れ
る
程
度
に
土

を
掛
け
土
と
根
の
間
に
空
洞
が
で
き
な
い
よ
う
に
軽
く
抑
え

る
。
差
し
た
分
根
か
ら
は
約
4
週
間
で
新
し
い
芽
が
出
て
、
秋

に
は
植
え
ら
れ
る
苗
木
が
で
き
る
。
出
荷
す
る
苗（
山
出
し
苗
）

か
ら
も
分
根
を
採
取
す
る
こ
と
が
容
易
に
で
き
る
。

　
1
本
の
苗
木
か
ら
は
多
く
の
分
根
を
取
る
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
良
質
の
分
根
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で
漆
の
採
取
量

が
多
く
、
成
長
が
早
く
、
成
長
が
揃
っ
た
ウ
ル
シ
苗
を
作
る
こ

と
が
で
き
る
。（
ク
ロ
ー
ン
苗
）

② 

実
生
法

　
種
子
か
ら
育
て
る
方
法
。

　
浄
法
寺
な
ど
で
は
実
生
法
で
苗
を
作
っ
て
い
る
方
法
で
、
大

量
に
苗
を
作
れ
る
利
点
が
あ
る
。
優
良
な
母
樹
か
ら
果
実
を

取
り
、
果
皮
と
種
子
に
分
け
る
。
果
実
に
は
種
子
の
発
芽
を

妨
げ
る
ロ
ウ
成
分
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
十
分
に
脱
ロ
ウ
す

る
必
要
が
あ
る
。
脱
ロ
ウ
し
た
種
子
を
水
の
中
に
入
れ
、
上
に

浮
い
た
良
く
な
い
種
子
を
取
り
除
く
。
残
っ
た
種
子
を
水
を

替
え
な
が
ら
7
〜
10
日
水
に
浸
す
。
吸
水
し
た
種
子
を
苗
畑

に
播
い
て
発
芽
さ
せ
、
植
え
替
え
を
し
な
が
ら
育
て
（
冬
の
間

は
雪
に
埋
も
れ
な
い
よ
う
に
場
所
を
変
え
る
）、
3
年
目
の
春

に
植
栽
地
に
植
え
る
。
1
回
に
多
量
の
苗
が
作
れ
る
。

① 

適
す
る
土
地

　
日
当
た
り
が
よ
く
、
水
は
け
の
よ
い
肥
沃
な
土
地
。
植
栽

地
への
ア
ク
セ
ス
が
よ
く
、
管
理
し
や
す
い
こ
と
。

　
耕
作
者
や
住
人
に
漆
カ
ブ
レ
被
害
が
な
い
よ
う
に
、
付
近
に

耕
作
地
や
住
宅
地
が
な
い
こ
と
。
酸
性
の
土
地
は
避
け
る
。

② 

植
え
方

　
1
ha
当
た
り
8
0
0
〜
1
2
0
0
本
が
適
当
。
直
径
10
㎝

の
成
木
で
、
枝
張
り
は
3.5
〜
4
m
く
ら
い
に
な
る
の
で
、
千
鳥

植
え
に
し
て
効
率
よ
く
植
え
る
。
ウ
ル
シ
の
枝
同
士
の
干
渉
を

少
な
く
す
る
。

③ 

植
え
る
時
期

　
3
月
末
か
ら
4
月
中
旬
ま
で
の
曇
っ
た
日
が
よ
い
。（
雨
上

が
り
は
避
け
る
）苗
木
か
ら
芽
が
出
て
こ
な
い
う
ち
に
植
え
る
。

根
の
乾
燥
に
も
気
を
つ
け
る
。

④ 

下
草
刈
り

　
雑
草
が
伸
び
て
ウ
ル
シ
に
日
当
た
り
が
悪
く
な
る
の
を
避
け

る
た
め
、
最
初
の
2
〜
3
年
は
年
に
3
〜
4
回
、
そ
れ
以
降

は
年
に
1
〜
2
回
の
下
草
刈
り
が
必
要
。
ウ
ル
シ
に
巻
き
つ
か

な
い
よ
う
に
ツ
ル
植
物
や
サ
サ
類
も
取
り
除
く
。

う
る
しġ

言
の
葉

吉
川ġ

由
季
子

賛
助
会
員

（1）
分
根
法
と
実
生
法

（2）
ウ
ル
シ
の
植
栽

【
ウ
ル
シ
の
木
の
植
林
】

・
蜜
植
や
下
木
（
大
木
の
近
く
）
に
な
ら
な
い
こ
と…

ウ
ル

シ
は
里
木
な
の
で
大
き
く
な
る
競
争
が
で
き
な
い             

・
土
壌
条
件
が
揃
っ
て
い
る
こ
と

・
気
象
条
件…

台
風
・
大
雨
・
強
風
・
土
砂
崩
れ
な
ど
自

然
災
害
に
弱
い

・
茨
城
県
は
自
然
災
害
が
少
な
い
の
で
ウ
ル
シ
の
栽
培
に
適

し
て
い
る

・
下
草
刈
り
が
き
ち
ん
と
で
き
て
い
る
こ
と
。

　
年
間
を
通
じ
、
各
地
で
展
覧
会
を
行
っ
て
い
る
菊
池

麦
彦
氏
の
今
年
最
後
の
展
覧
会
「
麦
工
房
展
」
は
常
陸

太
田
市
の
ご
実
家
で
行
な
わ
れ
ま
し
た
。
彼
は
常
陸
太

田
市
で
壱
木
呂
の
会
の
ウ
ル
シ
畑
の
植
栽
管
理
に
も
協

力
し
て
く
だ
さ
り
、
大
変
心
強
く
頼
り
が
い
の
あ
る
メ
ン

バ
ー
で
す
。
今
回
会
場
に
伺
い
ま
し
た
が
、
案
の
定
、
庭

に
は
5
本
の
漆
の
木
が
ス
ク
ス
ク
と
育
っ
て
お
り
（
太
さ

か
ら
5
年
く
ら
い
）、今
年
分
根
し
た
苗
も
5
、6
本
し
っ

か
り
根
を
張
っ
て
い
ま
し
た
。

　
庭
の
漆
の
木
を
右
横
に
見
て
、
玄
関
か
ら
お
邪
魔
し

ま
し
た
。
玄
関
を
開
け
る
と
そ
こ
が
す
べ
て
ギ
ャ
ラ
リ
ー

と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
玄
関
の
掛
け
花
に
ホ
ト
ト
ギ
ス
が

活
け
て
あ
り
、
和
室
の
し
っ
と
り
と
し
た
空
間
の
な
か

畳
の
上
に
座
っ
て
作
品
を
見
る
こ
と
は
な
か
な
か
風
情
が

あ
っ
た
。
個
性
的
で
多
彩
な
趣
味
を
活
か
し
た
作
品
は

若
者
の
感
性
を
活
か
し
、
こ
れ
か
ら
の
漆
器
の
可
能
性

を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
こ
れ
は

内
緒
で
す
が
、
こ
こ
に
来
な
い
と
買
え
な
い
変
わ
っ
た
作

品
も
あ
り
、
あ
え
て
そ
の
作
品
名
は
書
か
な
い
こ
と
に
し

ま
す
の
で
、
是
非
来
年
は
会
場
に
足
を
運
ぶ
こ
と
を
お

勧
め
い
た
し
ま
す
。

麦
工
房
展
を
拝
見
し
て石

野ġ

た
い
子

正
会
員

「公告の方法」についての記載
　平成30年10月1日からNPO法が改正になり、「公告の方法」として幾つかの方法から選択し掲示することになりました。
壱木呂の会としては今後、継続していくことに無理がない方法として、ウェブサイトに貸借対照表を掲示することになりました。

へアドネーション活動への寄付について
　今年9月8～9日のクロメ会で漆刷毛師･内海志保さんからヘアドネーションの髪で作った刷毛の提供を受け、イベント終了
後希望者に販売いたしました。
　この活動に賛同してヘアドネーション活動の事務局「福祉理美容師ネットワークRibinet」に寄付したいとの理事長の考えに
賛同し刷毛の売り上げの半額及び、箸つくりワークショップの「箸削り作業台」の売上げ金の合計￥14,000を寄付しました。

《事務局からのお知らせ》

①

②

壱木呂の会の皆様と変り塗り作品

展示会の様子
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精製作業で行う作業の一つ。生漆を攪拌して、
漆の成分を均一に分散し粒子を細かくする。

なやし作業
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