
　

　漆掻きは自然が相手の仕事なので
理屈だけではうまくいきません。昔
から受け継がれる技術とともに「お
おらかさ」も必要なんです。
　いずれは、県内で地元の人々向け
に自分の経験を伝える研修を開き、
後継者育成にも携わりたいですね。

漆掻きの仕事は奥深い
竹内　義浩さん（駒ヶ根市在住。５０歳）

１  専用の漆
うるしかんな

鉋で傷を付けます。
２  じんわりと染み出てくる漆。１回
に採れる量はわずか15ｇほど。
毎回、上へ上へと傷を付けてい
きます。

３  漆掻きのシーズンは 6月～11月
初旬。日々変化する木の状態に
合わせた作業が必要です。

４  掻いた漆は、手に下げたタカッ
ポ（掻き樽）に溜めていきます。

５  表面の漆が乾いて傷口がふさ
がった様子。

２

漆う
る
し

―
木
曽
漆
器
を
支
え
る
天
然
の
塗
料 

　
木
曽
漆
器
は
、
本
市
が
誇
る
国
指
定
の
伝
統
的
工
芸
品
と
し
て
広
く

知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
漆
器
を
作
る
上
で
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い

「
漆
」
が
ウ
ル
シ
の
木
の
「
樹
液
」
で
あ
る
こ
と
は
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。

　
今
回
は
、
県
内
唯
一
の
漆
掻
き
職
人
で
あ
る
竹
内
義
浩
さ
ん
へ
の
取

材
か
ら
、木
曽
漆
器
を
支
え
る
天
然
の
塗
料
「
漆
」
に
つ
い
て
学
び
ま
す
。
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木曽漆器を学ぶ～漆編～

安
心
安
全
の
天
然
塗
料
「
漆
」

　
６
月
下
旬
、
竹
内
さ
ん
は
松
本
市
中
山
の

林
の
中
で
、
マ
ー
ク
を
付
け
た
木
々
の
状
態

を
確
認
し
て
い
ま
し
た
。
塩
尻
市
と
の
市
境

か
ら
ほ
ど
近
い
そ
の
場
所
は
、
木
曽
漆
器
工

業
協
同
組
合
が
地
元
の
漆
を
確
保
す
る
た
め

に
植
樹
し
た
ウ
ル
シ
林
で
す
。

　
ウ
ル
シ
の
木
は
東
南
ア
ジ
ア
、
中
国
、
そ

し
て
日
本
全
土
に
分
布
す
る
ウ
ル
シ
科
の
落

葉
樹
で
、
樹
皮
に
傷
を
付
け
た
際
に
、
傷
口

か
ら
分
泌
さ
れ
る
乳
白
色
の
樹
液
が
「
漆
」

で
す
。
塗
料
と
し
て
の
漆
は
、
採
取
後
ご
み

を
取
り
除
き
、
成
分
を
均
一
に
し
た
り
、
水

分
を
蒸
発
さ
せ
た
り
す
る
精
製
作
業
を
経
て

作
ら
れ
ま
す
。
漆
の
大
き
な
特
徴
を
竹
内
さ

ん
は
「
塗
っ
た
と
き
の
美
し
い
光
沢
と
い
っ

た
美
観
だ
け
で
な
く
、
酸
や
ア
ル
カ
リ
な
ど

の
化
学
物
質
に
強
く
、
耐
久
性
、
断
熱
性
、

防
腐
性
な
ど
に
も
優
れ
て
い
る
点
」
と
話
し

ま
す
。
最
近
で
は
、
抗
ウ
イ
ル
ス
効
果
が
あ

る
こ
と
も
科
学
的
に
証
明
さ
れ
て
お
り
、
漆

は
安
心
安
全
の
天
然
塗
料
で
す
。
　

繊
細
な
「
漆
掻
き
」
の
仕
事

　
漆
掻
き
の
仕
事
は
、
手
間
の
か
か
る
作
業

の
繰
り
返
し
で
す
。
樹
皮
の
す
ぐ
内
側
の
樹

液
が
通
っ
て
い
る
ご
く
薄
い
部
分
に
、
専
用

の
カ
ン
ナ
で
的
確
に
傷
を
付
け
、
染
み
出
て
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く
る
樹
液
を
ヘ
ラ
で
丁
寧
に
掻
き
採
り
ま

す
。
傷
が
深
過
ぎ
る
と
木
が
ダ
メ
ー
ジ
を
受

け
、
樹
液
が
出
な
く
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
天
候
や
環
境
、
傷
を
付
け
る
場
所
や

タ
イ
ミ
ン
グ
で
採
れ
る
量
が
変
化
す
る
た
め
、

「
体
や
感
覚
を
使
っ
て
ウ
ル
シ
の
木
の
１
本

1
本
と
向
き
合
う
こ
と
が
大
事
」
と
竹
内
さ

ん
は
話
し
ま
す
。
１
本
の
ウ
ル
シ
の
木
か
ら

採
取
で
き
る
漆
の
量
は
わ
ず
か
２
０
０
ℊ
。

１
度
に
採
れ
る
量
も
限
ら
れ
、
木
の
回
復
に

は
1
週
間
程
度
の
休
養
期
間
が
必
要
で
す
。

秋
ま
で
の
１
シ
ー
ズ
ン
に
15
～
18
回
も
現
場

に
通
い
、
県
内
外
で
年
間
2
0
0
～
3
0
0

本
の
漆
掻
き
を
行
い
ま
す
。

　
技
術
だ
け
で
な
く
根
気
も
必
要
な
作
業
で

す
が
、
竹
内
さ
ん
は
「
や
れ
ば
や
る
ほ
ど
分

か
ら
な
い
こ
と
が
出
て
き
た
り
、
新
た
な
発

見
が
あ
っ
た
り
す
る
の
が
面
白
く
て
や
り
が

い
で
す
」
と
笑
顔
を
見
せ
ま
す
。

未
来
に
つ
な
げ
る
挑
戦

　
掻
き
終
わ
っ
た
ウ
ル
シ
の
木
は
、
掻
き
殺

し
（
伐
採
）
し
、
切
り
株
や
根
か
ら
出
て
く

る
ひ
こ
ば
え
（
新
芽
）
か
ら
ま
た
漆
が
採
取

で
き
る
よ
う
、
10
～
12
年
ほ
ど
か
け
て
大
事

に
育
て
て
い
き
ま
す
。
国
産
漆
が
不
足
し
て

い
る
中
、
竹
内
さ
ん
は
「
少
し
無
理
を
し
て

で
も
自
分
が
管
理
す
る
ウ
ル
シ
林
を
増
や

し
、
未
来
に
つ
な
い
で
い
く
サ
イ
ク
ル
を
作

る
こ
と
が
使
命
」
と
真
剣
な
表
情
で
話
し
ま

す
。
私
た
ち
が
手
に
す
る
漆
器
の
背
景
に
は
、

手
間
暇
が
必
要
な
自
然
と
職
人
と
の
共
生
の

姿
が
あ
り
ま
し
た
。
竹
内
さ
ん
の
挑
戦
は
ま

だ
ま
だ
続
き
ま
す
。

木曽漆器工業協同組合理事長
小林　広幸さん

i n t e r v i e w

塩
尻
産
の
漆
で
シ
ン
ボ
ル
と
な
る

漆
器
を
作
り
た
い

　組合では竹内さんに、片丘と松本市中山に
植樹したウルシの木の管理をお願いしていま
す。国産漆は生産量が少なく価格が高いこと
もあり、国内で使用される約95％は中国産で
すが、竹内さんには、組合が中国から輸入し
た漆を精製する作業も委託しています。
　国産漆と中国産漆は性質が異なり、国産は
ウルシオールという樹脂分が多く、硬化する
速度が遅いため、塗ると硬く強くなるのが特
徴。木曽漆器には欠かせない呂

ろ い ろ

色仕上げ（鏡
面のように磨き上げる技法）に国産漆は必須
です。また、その土地で採れた漆を使うとな
じみやすく、理想だと感じています。いつか
塩尻産の漆だけで、地産地消のシンボルとな
るような漆器を作ってみたいですね。
　漆掻き職人の仕事を見れば、職人誰もが漆
を粗末にできないと思うでしょう。「漆の一
滴、血の一滴」という言葉があるように、貴
重な天然の恵みに感謝し、扱っています。

　国産漆は、透け具合がよく、木目をきれいに見せること
ができるので、自分で黒

く ろ め

目（精製）て、仕上げの上塗りに
使用しています。竹内さんから仕入れる漆はごみが少なく、
漆掻きの技術と品質の良さを感じています。（巣山さん）

 竹内さんが掻いた漆を使用した漆器

漆芸 巣山定一「ならの実飯椀」
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