
当
時
の
も
の
が
あ
る
と
い
う
価
値

当
時
の
も
の
が
あ
る
と
い
う
価
値

　
高
岡
市
伏
木
に
あ
る
勝
興
寺
は
、
約
五
四

〇
年
前
に
創
建
さ
れ
、
長
く
近
代
ま
で
権
勢

を
ふ
る
っ
た
浄
土
真
宗
の
大
寺
院
で
あ
る
。

　
平
成
10
年
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
﹁
平
成
の

大
修
理
﹂
も
第
Ⅱ
期
。
大
広
間
、
式
台
な
ど
が

解
体
修
理
さ
れ
て
い
る
。

　
﹁
修
理
の
仕
方
は
、
1

棟
ご
と
全
部
違
う
。

基
本
は
、
建
築
当
初
材
を
で
き
る
だ
け
残
す

こ
と
。
そ
こ
に
、
腐
心
し
て
い
ま
す
﹂
と
、
棟
梁

の
田
中
健
太
郎
さ
ん
は
語
る
。

　
﹁
当
初
の
材
料
が
あ
る
こ
と
で
、
当
時
の
時

代
背
景
、も
の
の
考
え
方
、使
用
さ
れ
た
道
具
、

そ
の
時
の
気
候
ま
で
す
べ
て
わ
か
る
。
そ
れ

だ
け
多
く
の
情
報
が
あ
る
た
め
価
値
の
あ
る

も
の
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
1

ミ
リ
で
も
長
く

残
す
よ
う
に
し
て
い
ま
す
﹂

　
勝
興
寺
に
は
、
接
木
や
埋
木
、
矧
木
な
ど
が

多
い
。
材
料
を
大
切
に
使
っ
て
建
て
た
、
建
立

当
時
の
大
工
た
ち
の
思
い
が
感
じ
ら
れ
る
。

　﹁
埋
木
ひ
と
つ
で
も
、ベ
テ
ラ
ン
の
大
工
か
、

若
い
大
工
か
、
そ
の
仕
事
を
し
た
職
人
が
見

え
る
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
寺
を
見
て
い
る
と
、

自
分
に
は
何
百
人
の
大
工
が
い
る
よ
う
に
見

え
て
く
る
﹂

　
そ
う
語
る
田
中
さ
ん
は
、
見
る
だ
け
で
な

く
、
触
っ
て
五
感
で
感
じ
て
ほ
し
い
と
い
う
。

　
﹁
丸
い
柱
を
触
れ
ば
、
き
れ
い
に
仕
上
げ
よ

う
と
、
大
工
が
ど
ん
な
神
経
を
使
っ
た
か
が

わ
か
る
。
道
具
の
精
度
や
人
間
性
ま
で
わ
か

る
ん
で
す
よ
﹂
と
語
る
。
田
中
さ
ん
は
、
子
ど

も
た
ち
が
訪
れ
た
ら
、
必
ず
触
ら
せ
て
、
昔
の

大
工
た
ち
の
話
を
す
る
と
い
う
。

　
﹁
勝
興
寺
を
建
て
た
と
き
の
、
人
々
の
思
い

を
感
じ
る
こ
と
が
大
事
な
ん
で
す
﹂

自
分
で
考
え
る
か
ら
応
用
で
き
る

自
分
で
考
え
る
か
ら
応
用
で
き
る

　
田
中
さ
ん
の
も
と
に
は
、
3
人
の
若
手
が

働
い
て
い
る
。
し
か
し
、
弟
子
に
直
接
教
え
た

こ
と
は
な
い
。
見
本
を
見
せ
、﹁
こ
れ
と
同
じ

も
の
を
つ
く
れ
﹂
と
い
う
だ
け
だ
。

　﹁
学
校
の
教
育
と
は
違
う
ん
で
す
。
自
分
で
、

ど
う
つ
く
れ
ば
い
い
か
一
生
懸
命
考
え
る
。

﹃
で
き
ま
し
た
﹄
と
持
っ
て
き
て
、
違
っ
て
い

た
ら
、﹃
あ
か
ん
﹄
と
し
か
言
わ
な
い
﹂

　
最
初
か
ら
す
べ
て
教
え
れ
ば
、
早
く
つ
く

れ
る
が
、
そ
の
親
方
流
の
つ
く
り
方
し
か
伝

わ
ら
な
い
し
、
応
用
が
き
か
な
い
。

　
﹁
ヒ
ン
ト
は
、
周
り
に
い
っ
ぱ
い
あ
る
。
自

分
で
考
え
て
つ
く
る
か
ら
、
次
に
違
っ
た
も

の
を
つ
く
れ
と
言
っ
た
と
き
に
、
早
く
で
き

る
ん
で
す
よ
﹂

　
田
中
さ
ん
の
育
て
た
弟

子
は
、
技
能
五
輪
全
国
大
会

に
出
場
し
、
入
賞
す
る
ほ
ど

の
実
力
を
身
に
付
け
て
い
る
。

　
ま
た
、
太
い
丸
太
を
、
当

時
の
宮
大
工
と
同
じ
道
具

で
何
日
も
か
け
て
挽
か
せ
、

昔
の
時
間
を
体
感
さ
せ
る

こ
と
も
行
っ
て
い
る
。

仕
事
に
の
ぞ
む
心
構

仕
事
に
の
ぞ
む
心
構

え
を
学
ぶ

え
を
学
ぶ

　
弟
子
の
一
人
、
舟
木
聡
史

さ
ん
は
、
高
校
の
時
か
ら
文

化
財
の
修
理
を
し
た
い
と

思
い
、
勝
興
寺
の
模
型
も
つ

く
っ
た
と
い
う
。

　
﹁
今
は
、
2
0
0
年
か
ら
3
0
0
年
の
歴
史

を
持
っ
て
い
る
建
物
に
、
大
工
と
し
て
携
わ

れ
る
こ
と
が
喜
び
で
す
﹂
と
話
す
。

　
﹁
棟
梁
か
ら
学
ん
で
い
る
の
は
、
仕
事
に
の

ぞ
む
心
構
え
で
す
。
棟
梁
は
、
ひ
と
つ
の
も
の

を
作
る
に
も
、
全
力
で
思
い
を
込
め
て
作
る

ん
で
す
﹂
と
、
瞳
を
輝
か
せ
る
。

　
棟
梁
は
、
言
葉
で
は
伝
え
な
い
。
熱
い
姿
勢

を
弟
子
に
見
せ
る
だ
け
だ
。

　
田
中
さ
ん
に
は
、
昔
の
大
工
た
ち
と
、
現
在

の
大
工
た
ち
が
重
な
っ
て
見
え
る
と
い
う
。

田
中
さ
ん
と
弟
子
た
ち
の
仕
事
も
、
ま
た
勝

興
寺
の
歴
史
の
ひ
と
つ
と
し
て
刻
ま
れ
て
い

く
。
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
過
去
と
現
代
の

技
が
、
こ
こ
で
交
差
し
て
い
る
。
大
修
理
の
完

成
は
、
平
成
30
年
春
の
予
定
だ
。

地
域
の
宝
を
、

地
域
の
宝
を
、
も
う
一
度
新
し
く

も
う
一
度
新
し
く

　
日
本
各
地
に
伝
承
さ
れ
る
獅
子
舞
な
ど
の

祭
り
。
そ
こ
に
使
わ
れ
れ
る
胴
幕
︵
カ
ヤ
︶
や

半
天
、
幕
な
ど
を
、
山
本
染
業
で
は
、
伝
統
の

染
め
技
術
で
、
復
元
制
作
し
て
い
る
。

　
﹁
ま
ず
、
見
本
を
見
せ
て
も
ら
い
、
忠
実
に

再
現
す
る
の
が
基
本
で
す
﹂
と
、
三
代
目
に
な

る
山
本
博
史
さ
ん
は
、
話
す
。

　
見
本
と
は
、
こ
れ
ま
で
使
っ
て
い
た
現
物

の
こ
と
。
縫
い
合
わ
せ
な
ど
で
模
様
が
ゆ
が

ん
で
い
る
場
合
も
あ
る
。﹁
そ
れ
は
、
写
す
段

階
で
修
正
し
ま
す
。
見
本
通
り
だ
け
ど
、
見
本

以
上
に
つ
く
る
ん
で
す
よ
﹂
と
言
う
。

　
写
し
た
模
様
の
線
上
に
、
の
り
を
の
せ
て
、

そ
の
線
は
染
ま
ら
な
い
よ
う
に
す
る
。
の
り

は
、
冬
と
夏
で
違
う
も
の
を
使
う
。
固
さ
の
違

い
と
、
自
分
の
手
の
温
度
も
作
用
し
、
絞
る
量

と
ス
ピ
ー
ド
を
瞬
間
ご
と
に
調
節
し
て
い
か

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
非
常
に
神
経
を
使
い
、

集
中
す
る
作
業
だ
と
い
う
。

経
験
と
ノ
ウ
ハ
ウ
が
再
現
さ
せ
る

経
験
と
ノ
ウ
ハ
ウ
が
再
現
さ
せ
る

　
の
り
が
乾
い
た
ら
、
染
付
に
か
か
る
。
染
料

の
調
合
は
、
見
本
の
色
と
合
わ
せ
る
た
め
に
、

電
子
天
秤
で
1
0
0
0
分
の
1

グ
ラ
ム
ま
で

細
か
く
粉
末
を
計
量
す
る
。

　﹁
見
本
は
、長
年
の
使
用
で
、

色
落
ち
し
て
い
る
こ
と
が
あ

る
け
れ
ど
、
見
本
通
り
に
染

め
る
。
町
の
人
た
ち
の
イ
メ
ー

ジ
に
は
、
そ
の
色
が
刻
ま
れ

て
い
ま
す
か
ら
ね
﹂

　
染
め
は
、
ム
ラ
に
な
ら
な

い
よ
う
に
手
早
く
、
は
み
出

さ
な
い
よ
う
に
慎
重
に
行
う
。

軽
快
で
、
そ
し
て
繊
細
な
手

さ
ば
き
。
そ
れ
は
、
鍛
え
ら
れ

た
職
人
の
手
の
動
き
だ
。

　
染
め
に
は
、
刷
毛
や
筆
を
使
っ
て
、
ぼ
か
し

も
行
う
。
山
本
さ
ん
の
長
男
で
、
四
代
目
と
な

る
剛
士
さ
ん
は
、﹁
父
の
ぼ
か
し
は
、
き
れ
い

で
す
ね
。
レ
ベ
ル
が
違
う
﹂
と
話
す
。

　
や
が
て
、
一
枚
の
大
き
な
白
い
布
に
、
鮮
や

か
な
絵
が
完
成
す
る
。

父
の
技
術
を

父
の
技
術
を
1
0
0

1
0
0
％
学
び
た
い

％
学
び
た
い

　
染
料
が
乾
い
た
ら
、下
地
を
染
め
る﹁
挿
し
﹂

な
ど
を
し
た
後
、
色
止
め
を
し
て
水
洗
い
、
最

後
に
縫
製
と
な
る
。

　
﹁
染
め
上
が
っ
た
段
階
で
3
〜
5
％
縮
む

ん
で
す
よ
。
模
様
が
合
わ
な
く
な
る
。
そ
れ
を

合
わ
せ
る
の
が
、
技
で
す
﹂
と
、
父
の
博
史
さ

ん
は
言
う
。

　
こ
れ
だ
け
の
工
程
を
、
気
温
や
湿
度
な
ど

を
考
慮
し
な
が
ら
進
め
て
い
く
。
し
か
も
、
祭

り
は
日
が
決
ま
っ
て
い
る
の
で
、
遅
れ
る
わ

け
に
は
い
か
な
い
。

　
剛
士
さ
ん
は
、﹁
祭
り
に
行
っ
て
、
自
分
た

ち
が
つ
く
っ
た
も
の
を
着
て
い
る
人
を
見
る

と
、
幸
せ
を
感
じ
ま
す
﹂
と
言
う
。
一
度
は
、
他

の
仕
事
に
就
い
た
も
の
の
、
伝
統
の
手
染
め

が
な
く
な
る
の
は
寂
し
い
こ
と
だ
と
思
い
、

継
ぐ
こ
と
を
決
意
し
た
。﹁
今
は
、
父
の
持
っ

て
い
る
技
術
を
1
0
0
％
学
び
た
い
。
知
識

も
1
0
0
％
吸
収
し
た
い
﹂
と
意
欲
を
示
す
。

　
博
史
さ
ん
は
、﹁
続
け
て
い
く
こ
と
が
、
ま

ず
大
事
。
厳
し
い
こ
と
も
あ
る
が
、
い
ろ
い
ろ

な
経
験
を
し
て
い
く
こ
と
で
す
ね
﹂
と
話
す
。

　
祭
り
に
は
、
地
域
の
誇
り
が
あ
り
、
祭
礼
品

に
も
こ
だ
わ
り
が
あ
る
。
山
本
さ
ん
親
子
の

制
作
し
た
品
が
、
祭
り
の
晴
れ
や
か
さ
を
高

め
、
ま
た
代
々
受
け
継
が
れ
て
い
く
。

写真右／勝興寺保存修理第II期工事の様子。 
勝興寺は、文明3年（1471）に、本願寺8世蓮如の2男蓮乗が砺
波郡蟹谷（現在の南砺市）に設けた土山御坊が始まりである。 
戦国時代には一向一揆の拠点となり、天正12年（1584）に現
在の伏木に移った。前田家などとの結び付きを深め、明治に至
るまで大きな勢力を誇った。 
約３万平方メートルの広大な境内には、西本願寺に模して建てら
れた本堂をはじめ12棟の建造物が重要文化財に指定されている。 
このほか高岡には、開町の祖である前田利長公の菩提寺「瑞龍
寺」があり、国の重要文化財に指定されている。昭和60年から
平成8年にかけて大修理が行われ、平成9年、仏殿、法堂、山門
が国宝に指定された。 

「歴史都市 高岡」
文化を守り伝える技

国宝や重要文化財をはじめ、町並みや祭りなど、有形・無形の文化財を今に受け継ぐまち、高岡。

歴史的資産や先人たちの技を次代に伝えるために、さまざまな保存修理が行われている。

現場では、棟梁から弟子へ、父から子へ、再生の技もまた継承されている。

染付をする山本博史さん。
生地の裏側には、竹がアー
チ状に渡してある。 

第I期保存修理事業を終えた本堂。約
40m四方の堂 と々した風格を誇る。 

工匠の新年の仕事始めの儀式「釿始（ちょうな
はじめ）の儀」（2012年1月6日勝興寺）。 

田中健太郎さんは、第I期保存修理事業から棟
梁を務めている。 

舟木聡史さん（28歳）は、宮大工に就
いて10年目を迎える。 

奥の壁に掛けてあるのが「見本」。のり
置きした生地を上に上げて乾かしている。 

工房の壁には、刷毛が掛けられている。色の
名前が付けられ、色見本のようになっている。 

のり置きをする山本剛士さん（31歳）。のりの
固さを確かめ、一気に描いていく。 

「復元は、目加減手加減の仕事」と
話す父の山本博史さん。 

祭
礼
用
品
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復
元
制
作
す
る

祭
礼
用
品
を
復
元
制
作
す
る

伝
統
の
手
染
め
技
法

伝
統
の
手
染
め
技
法

重
要
文
化
財
　

重
要
文
化
財
　
勝
興
寺

勝
興
寺

保
存
修
理
技
術

保
存
修
理
技
術

山
本
染
業
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
／ 

http://w
w
w
1.tcnet.ne.jp/som

ew
aza/

勝興寺ホームページ／http://www.shoukouji.jp/
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