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そ
の
多
く
が
謎
に
包
ま
れ
た

幻
の
古
椀
・
合
鹿
椀

平
成
5
年
3
月
、
旧
柳
田
村
が
一
冊
の
本
を
発
行
し
た
。

5
年
間
に
わ
た
る
調
査
結
果
の
報
告
書
『
合
鹿
椀
』。

謎
に
包
ま
れ
た
合
鹿
椀
の
歴
史
を
ひ
も
と
く
貴
重
な
資
料
は
、

関
係
者
の
情
熱
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
。

「
合
鹿
椀
の
価
値
を
村
民
に
知
っ
て
も
ら

い
、
歴
史
や
分
布
を
明
ら
か
に
し
よ

う
」。
旧
柳
田
村
文
化
財
保
護
審
議
会
委
員
の

原
田
正
彰
さ
ん
（
故
人
）
が
村
当
局
に
呼
び
掛

け
、
昭
和
63
年
か
ら
本
格
的
な
調
査
が
開
始
さ

れ
た
。

　

調
査
は
原
田
さ
ん
を
は
じ
め
、
荒
川
浩
和
さ

ん
（
当
時
東
京
国
立
博
物
館
名
誉
館
員
）、
四

柳
嘉か
し
ょ
う章

さ
ん
（
当
時
石
川
県
輪
島
漆
芸
美
術
館

客
員
教
授
）
な
ど
漆
器
研
究
の
第
一
人
者
や
東

京
芸
術
大
学
の
大
学
院
生
ら
が
あ
た
っ
た
。

　

調
査
で
村
民
の
聞
き
書
き
を
担
当
し
、
約

２
０
０
軒
の
家
を
回
っ
た
瀬
戸
久
男
さ
ん

（
71
）
＝
石
井
＝
に
よ
る
と
「
当
時
、
合
鹿
椀

は
幻
の
古
椀
と
し
て
人
気
を
集
め
、
多
く
の
古

美
術
商
が
合
鹿
椀
を
求
め
て
村
内
に
入
っ
て
い

た
」
と
い
う
。

　

合
鹿
椀
類
と
し
て
村
の
文
化
財
に
指
定
さ
れ

な
が
ら
、
次
々
と
村
外
に
売
ら
れ
て
い
く
合
鹿

椀
。
瀬
戸
さ
ん
は
「
合
鹿
椀
を
『
猫
の
御ご

き器

椀わ
ん

』
と
呼
ん
で
猫
の
エ
サ
や
り
に
使
っ
た
り
、

底
に
穴
を
開
け
て
使
っ
て
い
る
家
も
あ
っ
た
」

と
振
り
返
る
。

年
代
と
形
か
ら
8
期
に
分
類

　
『
合
鹿
椀
』
を
監
修
し
た
荒
川
さ
ん
は
、
合

鹿
椀
を
1
期
か
ら
8
期
ま
で
に
分
類
。
そ
の
系

譜
を
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
検
証
し
て
い
る
。

　

合
鹿
椀
が
い
つ
ご
ろ
か
ら
生
産
さ
れ
て
い
た

か
は
謎
の
ま
ま
だ
。
文
献
で
最
も
古
い
も
の
は

元
禄
7
年
（
１
６
９
４
年
）。
現
存
す
る
合
鹿

椀
も
元
禄
年
間
と
分
析
さ
れ
て
い
る
。

　

漆
の
技
法
は
柿
渋
を
下
地
と
し
て
使
う
平
安

時
代
末
期
の
技
法
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
が
分

か
っ
た
が
、
分
析
を
担
当
し
た
四
柳
さ
ん
に
よ

る
と
、
現
在
の
調
査
で
は
中
世
に
ま
で
さ
か
の

ぼ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
年
代

を
特
定
す
る
新
た
な
発
見
が
待
た
れ
て
い
る
。

　

平
成
19
年
、
五
郎
左
エ
門
分
で
室
町
時
代
の

遺
跡
が
発
見
さ
れ
た
。
四
柳
さ
ん
の
分
析
の
結

果
、
発
掘
さ
れ
た
漆
塗
り
の
杓し
ゃ
く
し子

は
合
鹿
椀
と

同
じ
技
法
で
あ
る
こ
と
が
判
明
。
元
禄
以
前
に

も
、
渋
下
地
の
漆
器
が
作
ら
れ
て
い
た
。

　

合
鹿
椀
最
後
の
木
地
師
と
さ
れ
る
本
谷
三
郎

右
衛
門
（
昭
和
5
年
没
）
が
使
っ
て
い
た
縄な
わ
か
け掛

轆ろ
く
ろ轤

は
福
正
寺
に
現
存
し
て
い
る
。
妻
が
縄
を

引
い
て
轆
轤
を
回
し
、
木
地
師
が
木
地
を
挽
い

て
い
た
と
い
う
。
夫
婦
が
協
力
し
な
が
ら
作
り

あ
げ
た
合
鹿
椀
。
見
る
者
を
引
き
つ
け
る
そ
の

魅
力
は
、
き
っ
と
一
つ
で
は
な
い
。
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能
州
木
地
師
が
建
て
た

合
鹿
椀
ゆ
か
り
の
寺

合
鹿
椀
発
祥
の
地
に
、
合
鹿
椀
を
生
み
出
し
た
木
地
師
た
ち
に
よ
っ

て
建
て
ら
れ
た
福
正
寺
。
そ
の
由
来
や
「
合
鹿
椀
の
寺
」
と
し
て
の

思
い
な
ど
を
飯
山
正
悟
住
職
に
聞
い
た
。

し
っ
か
り
と
置
け
る
よ
う
に
高
台
を
高
く
作
っ

た
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
も
講
の
と
き

に
寺
で
使
っ
て
い
る
椀
は
、
合
鹿
椀
を
輪
島
で

塗
り
直
し
た
も
の
で
す
。

　

明
治
時
代
ま
で
作
ら
れ
て
い
た
合
鹿
椀
で
す

が
、
ほ
か
の
漆
器
や
陶
磁
器
な
ど
に
押
さ
れ
て

職
人
が
ほ
と
ん
ど
い
な
く
な
り
、
幻
の
椀
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

角
偉
三
郎
と
福
正
寺

　

昭
和
27
年
に
日
本
民
俗
学
会
や
日
本
考
古
学

会
を
は
じ
め
と
す
る
九
学
会
が
能
登
総
合
調
査

を
行
い
ま
し
た
。
こ
の
と
き
、
珠
洲
焼
や
合
鹿

椀
と
い
う
も
の
が
初
め
て
世
間
に
知
ら
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

そ
れ
以
降
、
合
鹿
椀
を
作
り
た
い
と
い
う
作

家
も
出
て
き
ま
し
た
。
輪
島
の
漆
工
芸
家
、
角

偉
三
郎
さ
ん
（
２
０
０
５
年
没
）
も
そ
の
一
人

で
す
。
角
さ
ん
の
作
品
は
世
界
的
に
有
名
に
な

り
ま
し
た
が
、
合
鹿
椀
を
作
り
始
め
て
最
初
の

個
展
を
開
い
た
の
が
福
正
寺
で
し
た
。
制
作
に

行
き
詰
ま
る
と
「
合
鹿
椀
を
見
せ
て
く
れ
」
と

よ
く
寺
を
訪
れ
、
創
作
意
欲
を
か
き
立
て
て
い

ま
し
た
。「
合
鹿
の
寺
に
足
を
向
け
て
寝
ら
れ

な
い
」
と
話
し
て
い
た
の
を
思
い
出
し
ま
す
。

　

福
正
寺
が
「
合
鹿
椀
の
寺
」
と
し
て
知
ら
れ

る
よ
う
に
な
る
と
、
多
く
の
人
が
合
鹿
椀
を
見

せ
て
ほ
し
い
と
訪
ね
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

現
在
は
、
屋
根
裏
を
改
修
し
て
寺
で
所
有
す
る

合
鹿
椀
の
一
部
を
展
示
し
て
い
ま
す
。
訪
れ
る

の
は
、特
に
外
国
人
や
漆
器
職
人
が
多
い
で
す
。

町
の
誇
り
と
し
て
生
か
し
て
ほ
し
い

　

わ
た
し
が
柳
田
村
の
教
育
長
を
し
て
い
た
時

に
「
合
鹿
椀
」
の
商
標
を
登
録
す
る
話
が
出
ま

し
た
。
最
終
的
に
村
が
登
録
し
管
理
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
が
、
残
念
な
が
ら
許
可
を
受
け

て
い
な
い
合
鹿
椀
の
模
倣
品
が
日
本
中
で
売
ら

れ
て
い
る
と
い
う
現
状
で
す
。

　

合
鹿
椀
は
町
の
誇
り
で
す
。
地
元
の
人
に

も
っ
と
そ
の
価
値
を
知
っ
て
ほ
し
い
し
、
行
政

に
は
登
録
商
標
の
管
理
を
し
っ
か
り
と
し
て
、

作
り
手
を
支
援
し
、
町
を
挙
げ
て
地
場
産
業
に

ま
で
高
め
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

合ご

う

ろ

く鹿
と
い
う
地
域
が
ど
の
よ
う
に
誕

生
し
た
か
。
能
登
鹿
が
い
た
か

ら
と
い
う
説
。
山
の
麓
ふ
も
と

が
合
わ
さ
っ
た
地
域
と

い
う
説
。
轆ろ
く
ろ轤

師
が
集
ま
っ
た
か
ら
と
い
う
説

な
ど
い
ろ
い
ろ
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

が
、麓
や
轆
に
は
鹿
の
字
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

夏
場
に
山
で
仕
事
を
し
た
木
地
師
た
ち
が
、
冬

に
過
ご
す
小
屋
を
山
の
麓
で
あ
り
交
通
の
要
所

で
あ
っ
た
こ
の
地
に
構
え
、
炭
焼
き
な
ど
冬
の

仕
事
を
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

木
地
師
た
ち
は
自
分
た
ち
で
木
地
を
作
り
、

漆
を
塗
っ
て
、
売
り
に
行
き
ま
し
た
。
遠
い
と

こ
ろ
で
は
金
石
（
金
沢
市
）
ま
で
行
商
に
い
っ

て
い
た
そ
う
で
す
。
そ
こ
で
蓮
如
上
人
の
お
説

教
を
聞
き
、
感
動
し
た
木
地
師
た
ち
が
「
町
野

郷
総
道
場
」と
し
て
建
て
た
寺
が
福
正
寺
で
す
。

本
堂
は
今
か
ら
約
５
０
０
年
前
に
木
地
師
た
ち

が
中
心
と
な
っ
て
建
築
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
彫

刻
は
木
地
師
た
ち
が
彫
っ
た
も
の
で
、
町
の
文

化
財
に
も
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

蓮
如
上
人
の
教
え
に
「
3
人
集
ま
っ
た
ら
講

を
つ
く
れ
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
講
と

い
う
の
は
、
み
ん
な
で
食
べ
物
を
持
ち
寄
っ
て

み
ん
な
で
料
理
を
し
て
語
り
合
う
こ
と
が
始
ま

り
で
す
。
普
段
は
ア
ワ
や
キ
ビ
を
食
べ
て
い
た

け
れ
ど
も
、
月
に
2
回
と
春
秋
の
彼
岸
は
、
お

寺
の
お
参
り
と
し
て
集
ま
り
、
白
い
ご
飯
を
山

盛
り
に
し
て
食
べ
て
い
ま
し
た
。

　

ご
飯
を
炊
い
て
食
べ
る
食
文
化
に
は
椀
が
必

要
で
す
。
合
鹿
椀
は
必
要
に
応
じ
て
生
ま
れ
た

も
の
な
の
で
す
。
土
間
や
ム
シ
ロ
の
上
で
も

【写真の説明】1 浄土真宗の寺として柳田
地区最古の福正寺本堂　2 福正寺のかご掘
りと呼ばれる彫刻。本堂向拝は文化財に指
定　3 境内にある樹齢約 700 年のケヤキ。
良質な材料であるケヤキを寺の象徴として
大切にした木地師がしのばれる　4 展示
される合鹿椀の一部。朱漆で「寺」の文字
が描かれている　5 昭和 63 年、皇太子ご
夫妻（当時）が植物公園での食事で使われ
た合鹿椀　6 木地挽きに使われた轆轤（ろ
くろ）は、ひもを使って回転させた
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ふ
る
く
て
あ
た
ら
し
い
―
。

合
鹿
椀
の
復
元
、そ
し
て
復
興
へ
。

「
自
分
の
合
鹿
椀
で
は
な
く
、
昔
の
人
が
作
っ
た
や
り
方
で
合
鹿
椀
を

復
元
し
た
い
―
」。
合
鹿
椀
と
の
出
合
い
か
ら
24
年
。
一
人
の
作
家
が

「
合
鹿
椀
の
復
元
・
復
興
」
と
い
う
夢
に
向
か
っ
て
歩
き
出
し
た
。

木
彫
作
家
と
し
て
の
苦
悩
と

合
鹿
椀
と
の
出
会
い

　

２
０
０
９
年
11
月
、
福
正
寺
の
一
室
に
真
新

し
い
合
鹿
椀
が
並
べ
ら
れ
た
。
柿
渋
や
炭
粉
を

使
う
合
鹿
椀
の
特
徴
あ
る
漆
の
塗
り
方
を
再
現

し
、昔
な
が
ら
の
方
法
で
復
元
さ
れ
た
合
鹿
椀
。

そ
の
制
作
者
が
24
年
前
に
珠
洲
市
か
ら
旧
柳
田

村
に
移
住
し
た
木
彫
作
家
・
大
宮
静せ
い
じ時
さ
ん
だ
。

　
「
一
生
で
き
る
仕
事
と
し
て
木
彫
を
選
ん
だ
」

と
い
う
大
宮
さ
ん
は
、
高
校
卒
業
と
同
時
に
富

山
県
井
波
彫
刻
の
日
展
参
与
、
横
山
一い
ち
む夢
氏
の

工
房
に
弟
子
入
り
。
6
年
間
の
修
行
を
経
て
古

里
で
あ
る
珠
洲
市
に
工
房
を
開
設
し
た
。

　

木
彫
作
家
と
し
て
、
キ
リ
コ
の
彫
り
物
や
欄

間
な
ど
の
ほ
か
、
オ
ブ
ジ
ェ
の
よ
う
な
抽
象
的

作
品
を
制
作
し
て
い
た
大
宮
さ
ん
。し
か
し「
木

彫
刻
を
生
活
の
中
に
取
り
入
れ
た
い
。『
人
肌

に
近
い
』
作
品
を
ど
う
い
う
形
で
表
現
す
れ
ば

い
い
の
か
」
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
と
い
う
。

　

86
年
、
大
宮
さ
ん
は
工
房
を
旧
柳
田
村
に
移

す
。
そ
こ
で
待
ち
受
け
た
古
い
合
鹿
椀
と
の
運

命
的
な
出
合
い
。
そ
の
感
動
が
大
宮
さ
ん
の
心

を
動
か
し
た
。

　
「
初
め
て
見
た
合
鹿
椀
の
力
強
さ
、
美
し
さ

に
感
動
し
た
。
こ
の
時
、
器
の
持
っ
て
い
る
力

を
初
め
て
知
り
、
器
と
い
う
形
を
借
り
て
表
現

す
る
こ
と
で
自
分
の
思
い
を
伝
え
る
こ
と
が
で

き
る
と
確
信
し
た
」
と
振
り
返
る
。

　

生
活
の
中
に
溶
け
込
む
、
人
肌
に
近
い
木
彫

を
作
り
た
い
と
思
い
描
い
て
い
た
大
宮
さ
ん
の

答
え
が
『
器
』、
そ
し
て
『
合
鹿
椀
』
だ
っ
た
。

独
自
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
作
る

大
宮
静
時
の
合
鹿
椀

　

約
60
年
前
に
初
め
て
本
格
的
調
査
が
行
わ

れ
、
合
鹿
椀
と
い
う
名
前
が
世
に
出
て
か
ら
、

そ
の
形
を
ま
ね
た
漆
器
は
、
い
ろ
い
ろ
な
作
家

に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
き
た
。

　
「
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
と
ナ
タ
を
使
い
、
ほ
か
の

人
が
や
ら
な
い
方
法
で
器
を
作
る
」。
大
宮
さ

ん
も
独
自
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
「
大
宮
静
時
の
合

鹿
椀
」
を
制
作
。
東
京
や
福
岡
な
ど
全
国
各
地

で
の
個
展
を
重
ね
て
い
た
。

　

02
年
に
は
、
ロ
ン
ド
ン
の
中
心
地
、
ジ
ャ
ー

ミ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
で
日
本
人
と
し
て
初
め
て
個

展
を
開
催
。
個
展
を
機
に
ロ
ン
ド
ン
の
一
流
レ

ス
ト
ラ
ン
で
の
採
用
や
ド
イ
ツ
の
デ
ザ
イ
ン
誌

に
掲
載
さ
れ
る
な
ど
、
大
宮
さ
ん
の
作
品
は
世

界
で
も
高
く
評
価
さ
れ
た
。

　
「
合
鹿
椀
は
世
界
で
も
知
名
度
が
高
い
。
輪

島
塗
な
ど
漆
器
全
体
で
は
な
く
、単
体
の
『
椀
』

と
し
て
世
界
に
知
ら
れ
て
い
る
も
の
は
合
鹿
椀

だ
け
で
は
な
い
か
」
と
分
析
す
る
大
宮
さ
ん
。

「
か
つ
て
木
地
師
の
里
で
あ
っ
た
こ
の
地
か
ら

世
界
に
通
用
す
る
合
鹿
椀
が
生
ま
れ
た
。
こ
れ

は
地
域
の
貴
重
な
財
産
に
な
る
」
と
訴
え
る
。

レ
プ
リ
カ
で
は
な
く

本
物
の
合
鹿
椀
を
復
元
し
た
い

　

93
年
、
再
び
本
格
的
調
査
が
実
施
さ
れ
、
そ

の
報
告
書
と
し
て
『
合
鹿
椀
』
が
発
行
さ
れ
た
。

当
時
、
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
で
合
鹿
椀
を
作
っ
て
い

た
大
宮
さ
ん
は
「
自
分
が
や
ら
な
く
て
も
柳
田

村
の
誰
か
が
復
元
す
る
だ
ろ
う
」
と
考
え
て
い

た
と
い
う
。
し
か
し
合
鹿
椀
復
元
・
復
興
と
い

う
話
は
聞
こ
え
て
こ
な
い
。
調
査
か
ら
15
年
以

上
が
経
過
し
、
合
鹿
椀
と
い
う
存
在
が
地
域
の

中
で
風
化
す
る
危
機
感
も
あ
っ
た
。

　
「
こ
の
ま
ま
合
鹿
椀
が
消
え
て
い
く
の
を
見

て
見
ぬ
ふ
り
を
す
る
こ
と
は
罪
で
は
な
い
か
」

　

珠
洲
市
出
身
の
大
宮
さ
ん
は
、
４
０
０
年
前

に
姿
を
消
し
た
珠
洲
焼
が
復
興
し
た
課
程
を
間

近
で
見
て
き
た
一
人
。
復
興
を
支
え
た
陶
工
は

友
人
で
も
あ
る
。

　
「
自
分
が
始
め
る
こ
と
で
、
後
に
続
く
人
が

出
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
理
想
は
合
鹿
椀
が

能
登
町
の
特
産
品
と
な
り
、
新
た
な
産
業
と
な

る
こ
と
。
復
元
は
そ
の
第
一
歩
」

　

試
作
品
を
手
に
、町
が
保
有
す
る
『
合
鹿
椀
』

登
録
商
標
の
使
用
を
申
請
し
許
可
を
得
た
。
町

か
ら
依
頼
さ
れ
『
合
鹿
椀
の
定
義
』
も
決
め
た
。

　
「
古
い
合
鹿
椀
は
１
０
０
年
以
上
の
年
月
が

独
特
の
変
化
を
加
え
、
現
代
に
輝
い
て
い
る
。

復
元
は
レ
プ
リ
カ
で
は
な
く
、
昔
の
人
が
作
っ

た
よ
う
に
作
る
こ
と
。『
古
く
て
新
し
い
』
合

鹿
椀
を
復
元
し
て
い
き
た
い
」

　

復
元
か
ら
復
興
へ
―
。
合
鹿
椀
を
蘇
よ
み
が
えら
せ
た

木
彫
作
家
の
夢
は
、
こ
れ
か
ら
が
本
番
だ
。　

合鹿椀を復元した木彫刻・漆作家

大宮 静時 さん

【PROFILE】
1955 年珠洲市生まれ。富山県井
波町（現南砺市）の木彫工芸家・
横山一夢氏に師事。79 年珠洲市
で工房を開設。能登最大のキリ
コである「寺家のキリコ」の彫
り物などを手掛ける。86 年柳田
村（現能登町）に移住。合鹿椀
と出合う。06 年、3 年を費やし
一人で建築した工房・住居（十
郎原）に引っ越し。09 年に合鹿
椀を復元。能登町所有の「合鹿椀」
登録商標使用許可を得る。02 年
ロンドン個展、09 年福正寺で合
鹿椀復元展、10 年「しいのき迎
賓館」開館記念展。ほか毎年東京・
福岡・函館・金沢など全国各地
で個展を開催。

Seiji Oomiya

第
３
章

よ
み
が

旧石川県庁をリニューアルした「しいの
き迎賓館」の開館記念展示会「能登と加
賀の技展　合鹿椀の復元　大宮静時作品
展（5 月 16 日～ 30 日）」。ギャラリーに
は復元された合鹿椀 50 個がずらりと並
んだ。来場者は約 5500 人。多くの人が
入場と同時に驚きの声を上げたという。



Technique of Restoration

【右頁】復元合鹿椀に漆を塗る大宮
静時さん。塗りの課程は①木地に柿
渋を 3 回塗る②口縁部に布着せ③下
地（炭粉渋下地）を塗る④研ぐ⑤漆
を塗る（4 回）⑥研ぐ⑦漆を塗る（仕
上げ具合によって数回）

【上】漆を塗るハケは人毛。
【左上】漆塗りは独学。古い合鹿椀

のようにハケの毛やゴミがついても
その器の味になるという。

【左下】復元した合鹿椀につける印
は、「開かれた宇宙」を意味する物
理記号。合鹿椀が多くの世界に広
がってほしいという大宮さんの願い
が込められている。

大宮さんが決めた定義の一つが「轆
ろ く ろ

轤挽
び

き」。現在は轆
轤の設備がないため、輪島の木地屋・高田晴之さん（42）
に外注している。

【下】轆轤で木地を挽く高田さん。大宮さんの指示で細
かい微調整が続く。【右】原木を粗く削り薫煙乾燥させ
てから轆轤へ。輪島では数少ない「山中式轆轤」を使用。

【中】轆轤挽きに使われるカンナと呼ばれる道具。

昔
の
木
地
師
の
精
神
を
く
み
取
り
、

自
分
が
感
動
し
た
あ
の
合
鹿
椀
に

た
ど
り
着
き
た
い
―
。

木地屋

高田晴之

合
鹿
椀
は
あ
こ
が
れ

そ
の
本
質
に
近
づ
き
た
い
。
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Gourokuw
an  is only one

漆
研
究
の
第
一
人
者
が
語
る

合
鹿
椀
の
価
値
と
可
能
性

漆
の
研
究
に
科
学
的
調
査
を
取
り
入
れ
、「
漆
器
考
古
学
」
を

提
唱
す
る
四よ

つ
や
な
ぎ柳

嘉か
し
ょ
う章

さ
ん
。
親
子
二
代
に
わ
た
る
合
鹿
椀
の
調

査
・
研
究
は
、
合
鹿
椀
唯
一
の
価
値
を
見
い
だ
し
て
い
る
。

合
鹿
椀
は
素
朴
で
包
み
込
む
よ
う
な
温
か

さ
が
あ
る
と
し
て
、
古
美
術
界
で
根
強

い
人
気
を
保
っ
て
い
ま
す
が
、
漆
文
化
か
ら
見

る
合
鹿
椀
の
特
徴
は
大
き
く
二
つ
あ
り
ま
す
。

　

一
つ
は
、
漆
の
技
法
が
平
安
時
代
末
期
に
出

現
し
た
渋し
ぶ
し
た
じ

下
地
漆
器
と
い
う
伝
統
技
法
を
受
け

継
ぐ
も
の
で
あ
る
こ
と
。
二
つ
目
は
、
木
地
屋

の
仕
事
が
分
業
化
す
る
以
前
の
生
産
形
態
、
つ

ま
り
木
地
屋
が
木
地
か
ら
塗
り
ま
で
を
一
貫
し

て
生
産
し
て
い
た
こ
と
で
す
。

　

昭
和
27
年
、
民
俗
学
者
だ
っ
た
父
が
九
学
会

の
調
査
で
合
鹿
の
木
地
屋
に
聞
き
取
り
調
査
を

行
い
ま
し
た
。
木
地
や
塗
り
の
工
程
、
輪
島
と

の
関
係
な
ど
、
今
で
は
絶
対
に
聞
く
こ
と
が
で

　

合
鹿
椀
が
近
世
輪
島
塗
の
祖
型
と
す
る
説
も

あ
り
ま
し
た
が
、
二
つ
は
技
法
的
に
ま
っ
た
く

異
な
る
も
の
で
す
。
木
地
が
本
質
で
あ
る
合
鹿

椀
と
塗
り
が
本
質
の
輪
島
塗
は
、
あ
る
意
味
で

対
極
の
漆
器
と
言
え
ま
す
。
お
互
い
に
交
流
、

影
響
し
合
い
な
が
ら
、
結
果
的
に
合
鹿
椀
木
地

屋
の
高
い
技
術
が
輪
島
塗
に
受
け
継
が
れ
た
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

な
ぜ
合
鹿
椀
は
人
を
引
き
つ
け
る
の
で

し
ょ
う
か
。
わ
た
し
は
そ
こ
に
作
り
手

の
精
神
性
が
存
在
す
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

漆
は
縄
文
時
代
か
ら
使
わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、

作
る
に
は
大
変
複
雑
な
工
程
と
精
神
的
な
行
為

が
必
要
で
す
。
東
南
ア
ジ
ア
で
今
も
漆
の
採
取

や
製
作
時
に
神
を
降
ろ
す
よ
う
に
、
縄
文
人
も

古
代
、
中
世
の
日
本
人
も
同
じ
よ
う
に
神
に

祈
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
。

　

漆
は
神
が
介
在
す
る
精
神
性
の
塗
料
で
あ

き
な
い
貴
重
な
調
査
結
果
で
し
た
。

　

こ
の
時
、
合
鹿
椀
が
下
地
に
柿
渋
を
使
う
廉

価
版
の
渋
下
地
漆
器
で
あ
る
こ
と
、
輪
島
塗
の

特
徴
の
一
つ
で
あ
る
布
着
せ
を
行
っ
て
い
る
こ

と
が
分
か
り
ま
し
た
。
40
年
後
の
調
査
で
わ
た

し
が
科
学
的
分
析
を
行
い
、
そ
れ
を
裏
付
け
ま

し
た
が
、
中
世
の
漆
器
を
見
て
も
普
及
品
で
あ

る
渋
下
地
の
漆
器
で
布
着
せ
が
行
わ
れ
て
い
る

例
は
な
く
、
合
鹿
椀
だ
け
の
特
徴
と
言
う
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

布
着
せ
は
輪
島
塗
の
影
響
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
聞
き
取
り
調
査
で
も
、
輪
島
と
嫁
の
や
り

と
り
や
木
地
を
作
っ
て
や
っ
た
り
も
ら
っ
た
り

す
る
な
ど
密
接
な
関
係
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。

り
、
あ
の
底
つ
や
の
あ
る
美
し
さ
は
化
学
合
成

塗
料
で
出
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
合

鹿
椀
に
は
日
常
雑
器
こ
そ
の
奇
を
て
ら
わ
な
い

素
朴
さ
が
あ
り
、
木
地
屋
の
精
神
、
木
の
魂
が

飛
び
込
ん
で
く
る
よ
う
な
器
で
す
。
ま
さ
に
能

登
人
の
お
お
ら
か
さ
と
素
朴
さ
を
体
現
し
た
器

な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

能
登
町
に
と
っ
て
、
柳
田
村
か
ら
受
け
継

い
だ
貴
重
な
文
化
遺
産
を
未
来
に
ど
う

生
か
す
か
が
大
き
な
課
題
だ
と
思
い
ま
す
。

　

合
鹿
椀
復
興
の
た
め
に
①
里
山
に
ウ
ル
シ
や

渋
柿
の
木
を
植
え
る
②
昔
な
が
ら
の
技
法
を
体

験
で
き
る
工
房
や
資
料
館
を
作
る
③
作
家
を
育

て
る
④
情
報
を
発
信
す
る
―
な
ど
行
政
で
し
か

で
き
な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
ま
ま
埋
も
れ
さ
せ
る
こ
と
は
地
域
の
損

失
で
す
。
合
鹿
椀
に
は
復
興
さ
せ
る
価
値
と
復

興
で
き
る
可
能
性
が
十
分
に
あ
る
の
で
す
。

柳
田
教
養
文
化
館

最
終
章

柳田教養文化館には、資料『合鹿椀』に掲載された貴重な合鹿椀
約 30 点が常設展示されています。

【所在地】 能登町柳田礼部 8 番 1 地（柳田小学校すぐ近く） 
【開館時間】 10:30-18:30 
【休館日】 日・月曜日、国民の祝日、年末年始、図書整理期間 

☎ 76-1585 

【参考文献】合鹿椀、柳田村の集落誌、柳田村史、柳田村の文化財（柳田村発行）、漆の文化史（岩波新書発行 / 四柳嘉章著）
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