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豊
か
な
知
識
・
眼
職
と
卓
越
し
た
技
能
で 

長
持
ち
す
る
丁
寧
な
仕
事
に
邁
進

表
具
師
と
い
う
職
業
が
日
本
の
歴
史
に
登

場
す
る
の
は
奈
良
時
代
の
こ
と
。
仏
教
の
伝

来
に
よ
り
、
布
教
を
目
的
に
経
典
を
巻
物
に

す
る
仕
事
を
し
た
の
が
表
具
師
の
始
ま
り
で

す
。
そ
の
後
、
公
家
社
会
か
ら
武
家
社
会
へ

と
移
り
変
わ
り
、
日
本
独
自
の
文
化
様
式
が

成
熟
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
表
具
師
の

仕
事
の
対
象
も
掛
け
軸
や
襖
、
屏
風
、
障
壁

画
な
ど
大
き
く
広
が
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

田
中
正
武
さ
ん
は
、
１
８
０
年
守
り
続
け

て
き
た
田
中
家
の
9
代
目
に
当
た
り
ま
す
。

「
表
具
師
は
、
襖
や
屏
風
な
ど
を
新
し
く
仕

立
て
る
だ
け
で
な
く
、
重
要
文
化
財
や
国
宝

な
ど
の
修
復
を
行
う
の
も
重
要
な
仕
事
で

す
。
修
復
に
関
し
て
は
日
々
苦
労
の
連
続
で

す
。は
る
か
数
百
年
前
の
美
術
品
の
よ
う
に
、

初
め
て
目
に
す
る
も
の
は
、
い
く
ら
で
も
あ

り
ま
す
か
ら
ね
。
見
る
目
を
養
う
た
め
に
研

究
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
し
、
美
術
館
に
も

頻
繁
に
出
か
け
ま
す
」

新
し
い
仕
立
て
と
修
復
の
ど
ち
ら
も
で
き

る
よ
う
に
な
っ
て
、
初
め
て
一
人
前
。
そ
れ

に
は
、
少
な
く
と
も
10
年
は
か
か
る
と
い
い

ま
す
。
特
に
修
復
は
、
豊
か
な
知
識
と
卓
越

し
た
技
能
が
必
要
と
さ
れ
ま
す
。
表
具
の
基

本
は
和
紙
。
田
中
さ
ん
は
、
全
国
各
地
で
生

産
さ
れ
て
い
る
和
紙
に
関
し
て
深
い
造
詣
が

あ
る
た
め
、
修
復
対
象
物
を
見
れ
ば
、
和
紙

の
産
地
ま
で
見
極
め
る
こ
と
が
で
き
る
目
を

持
っ
て
い
ま
す
。

「
修
復
の
場
合
は
、
た
と
え
ば
美
濃
の
和
紙

を
使
っ
て
い
れ
ば
美
濃
の
和
紙
職
人
に
発
注

し
ま
す
。
現
代
の
画
家
の
作
品
を
表
装
す
る

際
は
、
作
品
に
合
っ
た
和
紙
を
選
ん
だ
り
、

時
に
は
作
者
と
相
談
し
て
特
注
し
ま
す
。
掛

け
軸
の
場
合
な
ど
は
、
作
品
を
引
き
立
て
る

襖や屏風、障壁画などの日本文化を
表具手法を駆使して後世に残す

古
く
か
ら
日
本
人
の
暮
ら
し
と
と
も
に
あ
っ
た
襖
や
屏
風
、障
子
な
ど
“
和
の
し
つ
ら
え
”。

そ
れ
ら
の
製
作
・
修
復
を
、時
代
を
超
え
て
担
っ
て
き
た
の
が
表
具
師
で
す
。

生
活
様
式
が
大
き
く
変
わ
り
、技
の
継
承
が
危
機
に
瀕
し
て
い
る
今
、

田
中
正
武
さ
ん
は
、１
８
０
年
と
い
う
歴
史
あ
る
表
具
師
家
系
の
9
代
目
と
し
て
、

誇
り
を
持
っ
て
伝
統
を
守
り
続
け
て
い
ま
す
。

たなか・まさたけ
1942年、東京生まれ。59年、高校
卒業と同時に父親に弟子入りし表具
師の道へ。180年に及ぶ江戸表具
師の家系の9代目に当たる。64年に
有限会社田中表具店、88年に有限
会社アイデイ・タナカと社名を変更。
昨年、「現代の名工」に選定される。

福島美喜子＝取材・文
羽切利夫＝撮影　　

田中正武

1700年代初頭のものと考えられる
仏画「山越阿弥陀」を修復する田
中さん。裏面の修復完成後は、筆
で彩色も行う。作品の状態によって
も異なるが、修復がすべて終了し納
品するまで少なくとも数カ月を要する

18

表具師
掛け軸や襖、屏風などを仕立てる職人。新しく制作するだけでなく、歴史ある文化財等を
修復するなど仕事は多岐にわたる。優れた技能はもちろん、和紙や美術品などに関する確
かな知識も求められる。

(C) 2016 日本医療企画.
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裂
地
を
選
び
、
作
品
と
の
調
和
を
図
る
こ
と

も
大
切
で
す
ね
。
歴
史
あ
る
作
品
も
、
新
し

く
手
が
け
る
作
品
も
、
こ
の
先
50
年
は
修
復

が
必
要
な
い
状
態
を
維
持
で
き
る
丁
寧
な
仕

事
を
す
る
こ
と
を
心
が
け
て
い
ま
す
」

表
具
に
は
大
き
く
本
家
の
京
表
具
と
江
戸

表
具
が
あ
り
ま
す
。
京
表
具
は
公
家
文
化
か

ら
始
ま
っ
て
い
る
た
め
、
き
ら
び
や
か
で
雅

な
趣
を
、
江
戸
表
具
は
武
家
社
会
が
求
め
る

落
ち
着
き
あ
る
粋
な
趣
を
重
視
し
て
い
ま

す
。
そ
の
潮
流
は
脈
々
と
現
代
ま
で
受
け
継

が
れ
て
お
り
、
田
中
さ
ん
は
江
戸
表
具
を
継

承
す
る
表
具
師
で
す
。

現
代
の
生
活
様
式
に
合
っ
た
作
品
を 

制
作
し
な
け
れ
ば
生
き
残
れ
な
い

表
具
師
が
手
が
け
た
作
品
は
、
後
世
ま
で

残
り
ま
す
。
田
中
さ
ん
は
、
そ
こ
に
表
具
師

と
し
て
の
誇
り
と
喜
び
が
あ
る
と
い
い
ま
す
。

「
文
化
的
価
値
の
あ
る
掛
け
軸
や
障
壁
画
、

現
代
の
著
名
な
画
家
の
作
品
は
永
久
に
残
り

ま
す
。こ
れ
は
、表
具
師
冥
利
に
尽
き
ま
す
ね
。

し
か
し
、
表
具
師
は
激
減
し
て
い
る
の
が

現
状
で
、
東
京
表
具
経
師
内
装
文
化
協
会
に

所
属
し
て
い
る
表
具
師
は
現
在
２
０
７
名
。

15
〜
20
年
前
は
約
１
０
０
０
名
い
た
の
で
、

約
５
分
の
1
に
減
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
ま
ま
で

は
表
具
の
歴
史
が
途
絶
え
て
し
ま
う
と
、
と

て
も
危
惧
し
て
い
る
ん
で
す
よ
」

表
具
師
田
中
家
は
11
代
目
ま
で
継
承
者
が

い
る
た
め
、
し
ば
ら
く
は
伝
統
を
絶
や
す
心

配
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
田
中
さ
ん
は
業
界
全

体
の
発
展
を
視
野
に
入
れ
て
後
進
の
育
成
に

熱
心
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
若
手
の
表
具

師
を
指
導
す
る
だ
け
で
な
く
、
美
術
大
学
で

文
化
財
の
修
復
を
学
ん
で
い
る
学
生
に
も
自

身
の
知
識
と
技
術
を
継
承
す
る
場
を
提
供
す

る
こ
と
に
努
め
て
い
ま
す
。
ま
た
、
業
界
が

危
機
的
な
状
況
に
あ
る
今
、
表
具
師
一
人
ひ

と
り
が
培
っ
て
き
た
技
能
を
個
人
で
囲
い
込

む
の
で
は
な
く
表
具
師
同
士
で
情
報
交
換
す

る
こ
と
も
精
力
的
に
行
っ
て
い
ま
す
。

「
表
具
師
が
激
減
し
て
い
る
背
景
に
は
、
一

人
前
に
な
る
た
め
に
は
時
間
が
か
か
る
と
い

う
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
最
も
大
き
な
要
因

は
日
本
人
の
生
活
様
式
が
変
化
し
た
こ
と
だ

と
思
い
ま
す
。
住
ま
い
か
ら
和
室
が
消
え
れ

ば
、
障
子
や
襖
、
床
の
間
は
必
要
と
さ
れ
ま

せ
ん
。
そ
の
た
め
、
表
具
師
か
ら
内
装
業
へ

の
転
向
が
多
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
。
表

具
師
は
和
紙
を
扱
う
プ
ロ
で
す
か
ら
、
ク
ロ

ス
張
り
職
人
で
は
で
き
な
い
和
紙
の
壁
貼
り

な
ど
で
評
価
が
高
い
。
需
要
が
あ
る
か
ら
、

転
向
に
拍
車
が
か
か
る
わ
け
で
す
よ
」

田
中
さ
ん
は
、
現
代
の
表
具
師
は
伝
統
を

守
る
一
方
で
、
新
し
い
作
品
を
生
み
出
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

「
表
具
を
存
続
さ
せ
る
た
め
に
は
、
イ
ン
テ

リ
ア
に
な
る
モ
ダ
ン
で
小
ぶ
り
な
屏
風
や
和

紙
製
の
宝
石
箱
な
ど
、
現
代
の
生
活
様
式
に

合
う
作
品
を
制
作
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

現
代
ア
ー
ト
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
、

新
し
い
発
想
で
仕
事
に
取
り
組
ん
で
い
き
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

●有限会社　アイデイ・タナカ　住所：東京都中野区弥生町1-8-2　電話：03-3372-5975

1  古くなった作品は、いくつもの折れが生じているため、和紙を細
く切ったものを折れている部分に貼っていく「折れ伏せ」という技術
を用いる

2  和紙を何枚も貼り合わせて加湿と乾燥を繰り返す。季節によって
湿度が大きく異なるため、数カ月干しておくことによって、新たに貼っ
た和紙がなじんでくる

3  壁一面にずらりと並んでいるのは、表具師に不可欠な刷毛。使
用する場所に合わせて使い分ける。丸みがある刷毛は京づくり、四
角い刷毛は江戸好みと言う

4  紙や木を切る包丁類は刀鍛冶が製作しており、切れ味が鋭い。
へら類は骨製、または竹製で、和紙に折れ線をつけたり、修復の
際に作品をはがしたりと用途が広い。仕上げの最後に使うのが水
晶の数珠。完成した掛け軸を裏からなでることによって表となじませ
る

5  下は修復前の写真。上部に虫食いの跡が無数にあり、下部に
はシミも見られたが、修復後はまるで新品のような仕上がりに

6  裂地がかなり劣化していたため、新しい裂地に貼り替えた巻物

7  岡山県津山市の武家屋敷内の襖絵を修復中の田中さん。これ
は江戸時代中期の元文時代（1736〜40年）のものである
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(C) 2016 日本医療企画.




