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次
の
世
代
に

可
能
性
を
託
し
て
い
く

技術を磨き、伝 統 をつなぐ
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▲会員・作品など
詳しくはこちらから

　

小
学
生
の
頃
、
同
級
生
の
お
兄
さ
ん
が
近
所
で
着

物
の
糊の

り

付
け
の
仕
事
を
し
て
い
て
、
そ
こ
に
よ
く
仕
事

の
手
伝
い
と
絵
の
模
写
練
習
に
行
き
ま
し
た
。
着
物

は
出
来
上
が
る
ま
で
に
様
々
な
工
程
を
経
る
の
で
す

が
、
糊
付
け
は
割
と
最
初
の
工
程
で
す
。
手
伝
い
を

す
る
中
で
、
様
々
な
模
様
の
下
絵
や
色
付
け
な
ど
を

す
る
仕
事
に
興
味
を
持
ち
ま
し
た
。
な
ん
と
か
頼
み
込

ん
で
、
日
本
橋
の
模
様
絵
師
に
弟
子
入
り
し
ま
し
た
。

　

下
働
き
の
頃
は
、
具
体
的
な
こ
と
は
何
も
さ
せ
て

も
ら
え
ず
、
も
っ
ぱ
ら
使
い
走
り
で
し
た
。
毎
日
、

自
転
車
に
反
物
を
積
ん
で
、
染
色
関
係
の
工
房
が
多

い
早
稲
田
・
目
白
あ
た
り
を
よ
く
走
り
ま
し
た
。
今

思
え
ば
、
い
ろ
い
ろ
な
職
人
さ
ん
の
元
を
回
る
こ
と

で
、
仕
事
を
見
て
覚
え
て
い
き
ま
し
た
。
夜
９
時
に

仕
事
が
終
わ
っ
て
か
ら
、
枕
元
で
模
写
を
し
た
り
、

仕
事
中
に
見
た
技
法
な
ど
を
真ま

ね似
て
み
た
り
、
そ
こ

か
ら
が
自
分
だ
け
の
練
習
時
間
で
し
た
。

　

師
匠
の
工
房
で
見
習
っ
た
こ
と
を
受
け
継
ぎ
な
が

ら
、
自
分
な
り
に
新
し
い
技
法
を
取
り
入
れ
て
き
ま

し
た
。
ご
依
頼
の
仕
事
も
や
り
つ
つ
、
自
分
の
持
て

る
技
術
を
全
て
つ
ぎ
込
ん
だ
作
品
作
り
も
行
い
ま

す
。
染
め
の
技
術
は
日
本
だ
け
で
な
く
世
界
中
に
あ

り
ま
す
か
ら
、
友
禅
と
の
融
合
に
挑
戦
す
る
な
ど
、

技
術
の
研
鑽
は
尽
き
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

お
客
様
か
ら
い
た
だ
い
た
要
望
に
は
、
苦
労
し
な

が
ら
も
喜
ん
で
も
ら
え
る
よ
う
に
、
全
力
で
応
え
て

き
ま
し
た
。
生
地
に
付
け
た
蝋ろ

う

や
糊
を
洗
い
流
し
て

作
品
が
完
成
し
た
と
き
が
、
お
客
様
と
の
喜
び
の
瞬

間
で
す
。

　

こ
う
し
た
技
術
の
奥
深
さ
を
少
し
で
も
知
っ
て
も

ら
お
う
と
、
看
護
学
校
・
郷
土
資
料
館
な
ど
で
体
験

講
座
を
開
い
た
り
、
小
学
生
の
前
で
話
し
た
り
す
る

機
会
も
増
え
ま
し
た
。
自
分
の
興
味
や
好
奇
心
を
突

き
詰
め
て
い
く
人
が
増
え
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

板橋区伝統工芸保存会

　様々な分野で活躍する区内在住の職人たち。
　伝統を守りながら新しい挑戦を続ける、区登録無形文化財技術
保持者２名に、伝統工芸への想いなどを伺いました。

昭和20年群馬県前橋市生まれ。35年から豊島区に
ある板垣表具店で修業を始め、同年に父親が経営
する石塚表具店に入店。53年に店を継承し、現在
に至る。平成24年に都伝統工芸士・30年に区登録
無形文化財表具技術保持者登録。

石
いし

塚
づか

　裕
ひろし

昭和21年長野県長野市生まれ。38年から山岸半
翠に師事、40年に上京。平成17年に区登録無形
文化財手描友禅技術保持者登録。令和元年に厚
生労働省「現代の名工」受賞。区伝統工芸保存会
会長を務める。

寺
てら

澤
さわ

　森
もり

秋
あき

研け
ん

鑽さ
ん
を
積
む

そ
こ
に
終
わ
り
は
な
い

　伝統工芸の実演・体験や工芸品の展示など、伝統工芸を伝える機会を増やすため、平成16
年に同会が発足されました。区登録無形文化財技術保持者が多く在籍しており、代々伝わる
技法を使い、伝統工芸品の魅力を紹介する活動をしています。

江戸時代に活躍した扇絵師・宮崎友禅斉が創始し
た技法。染め着物製作の構想から仕上げまでの工
程を一貫して行う。単彩のなかにも粋な風合いを
感じさせるのが特徴。

布・紙を張って仕立てる掛け軸・襖
ふすま

・障子など
のこと。家庭用品・美術品など、扱う対象は多
岐に渡り、細かな手作業で新調・張り替えを行
う。

表具手描友禅

　

父
の
仕
事
を
小
さ
い
頃
か
ら
見
て
い
て
、
手
仕
事

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
お
客
様
と
接
す
る
と
き
の
態

度
・
所
作
に
至
る
ま
で
、
職
人
は
か
っ
こ
い
い
な
あ

と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
子
ど
も
の
頃
の
作
文
に「
日
本

一
の
表
具
師
に
な
る
」と
書
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

職
人
は「
見
て
覚
え
ろ
」と
い
う
世
界
。
長
い
下
働

き
中
、
ず
っ
と
見
て
い
る
と
、
自
分
も
や
っ
て
み
た

く
て
う
ず
う
ず
し
て
く
る
ん
で
す
。
あ
る
日
つ
い
に

「
ち
ょ
っ
と
や
っ
て
み
ろ
」と
言
わ
れ
た
と
き
は
、
緊

張
よ
り
も
う
れ
し
さ
が
勝
っ
て
い
ま
し
た
。

　

や
が
て
一
人
で
仕
事
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
一

人
前
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
教

わ
っ
た
通
り
に
や
っ
て
い
る
は
ず
な
の
に
、
先
輩
・
師

匠
が
い
な
い
と
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
り
す
る
も
の

で
、
こ
こ
か
ら
が
ま
た
勉
強
の
毎
日
で
す
。
技
術
と

い
う
の
は
磨
き
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
心

底
思
い
ま
す
。

　

我
々
の
仕
事
の
出
来
不
出
来
は
、
自
分
で
は
な
く

て
お
客
様
が
決
め
る
も
の
で
す
。「
あ
り
が
と
う
。
良

か
っ
た
」を
い
た
だ
く
こ
と
が
全
て
。
職
人
に
と
っ
て

の
お
客
様
は
、
可
能
性
を
開
い
て
く
れ
る
存
在
で
も

あ
り
ま
す
。
プ
ロ
の
目
線
で
見
る
と
技
術
的
に
無
茶

な
ご
要
望
を
い
た
だ
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
裏
を

返
せ
ば
そ
れ
は
、
プ
ロ
で
は
絶
対
に
思
い
つ
か
な
い

発
想
。
無
理
と
決
め
つ
け
ず
に
、
試
行
錯
誤
す
る
こ

と
が
、
新
し
い
発
見
を
生
む
ん
で
す
。「
素
人
は
何
も

わ
か
っ
ち
ゃ
い
な
い
」と
い
う
態
度
で
は
、
技
術
も
そ

こ
で
止
ま
っ
て
し
ま
う
と
思
い
ま
す
。

　

跡
を
継
い
で
く
れ
た
息
子
は
、
現
代
的
な
感
覚
を

取
り
入
れ
る
こ
と
に
挑
戦
し
て
い
ま
す
。
美
術
大
学

な
ど
の
学
生
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
、
異
な

る
専
門
分
野
の
人
た
ち
が
刺
激
し
合
う
様
子
は
、
頼

も
し
い
で
す
。
生
き
た
技
術
を
磨
い
て
い
く
こ
と

が
、
伝
統
を
次
に
つ
な
ぐ
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

日
本
一
の
表
具
師
を
め
ざ
し
て

憧
れ
を
抱
き
修
業
の
道
へ

新
た
な
可
能
性
に
挑
戦

好
奇
心
を
持
っ
て
作
品
作
り
に
邁ま

い

進し
ん

※区登録無形文化財とは…無形文化財（工芸技術などの無形の文化的所産で歴史的・芸術的価値が高いもの）のうち、区が公共的見地から保存に努めるべきものとして登録したもの

刷
は

毛
け

を使った描き染めの工程 無数のヒメジョオンが描かれた作品
学生とのコラボレーションで完成した
掛け軸と息子・石塚利郎

今まで使用した数々の道具

生涯学習課文化財係☎3579−2636問　合


