


64「古都」の復興

　
奈
良
漆
器
の
存
在
を
知
る
人
は
、
ま
こ
と
に
少
な
い
。

し
か
し
北
村
昭
斎
氏
は
、螺
鈿
技
法
で
人
間
国
宝
の
指
定
を

受
け
て
お
ら
れ
る
し
、
唐
招
提
寺
や
薬
師
寺
、
近
年
再
建

さ
れ
た
興
福
寺
の
須
弥
壇
は
、
全
て
奈
良
の
漆
工
の
手
に

よ
っ
て
塗
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
奈
良
漆
器
は
、
神
仏
に

捧
げ
る
高
度
な
技
術
を
伝
承
し
て
、今
に
至
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
と
り
わ
け
奈
良
に
漆
芸
が
根
付
き
、螺
鈿
が
お
家
芸
で

あ
る
訳
は
、春
日
大
社
の
造
替
制
度
が
大
き
く
影
響
し
て

い
る
。

　
二
十
年
に
一
度
行
わ
れ
る
、社
殿
の
改
修
は
建
物
の
み
に

非
ず
、全
て
の
調
度
品
を
も
一
新
し
て
来
た
の
で
あ
る
。殊

に
昭
和
五
年
に
は
内
務
省
の
監
督
下
、平
安
朝
以
来
の
神
宝

も
当
時
の
最
高
技
術
で
模
写
新
調
さ
れ
た
が
、以
後
の
国
難

に
よ
り
新
調
が
叶
わ
ず
、
修
繕
を
重
ね
て
来
た
。
し
か
し

平
成
七
年
の
造
替
以
降
、
古
式
通
り
再
び
新
調
す
る
事
と

し
た
。
つ
ま
り
技
術
の
伝
承
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

春
日
の
神
具
は
螺
鈿
が
多
く
、
每
月
十
日
毎
に
行
わ
れ
る

「
旬し

ゅ
ん
さ
い祭

」
に
用
い
る
八は

っ

足そ
く

案あ
ん

は
一
台
に
付
、
夜
光
貝
を

九
二
四
点
嵌
入
す
る
と
い
う
逸
品
で
、
他
に
も
「
手た

ぢ
か
ら力

盆ぼ
ん

」

や
「
日
ノ
丸
盆
」
に
も
螺
鈿
が
施
さ
れ
、
平へ

い

脱だ
つ

技
法
に
用
い

る
、
金
・
銀
の
薄
板
も
、
奈
良
で
は
「
金か

な

貝が
い

」
と
呼
ば
れ
て

い
る
事
を
見
て
も
、
い
か
に
螺
鈿
を
中
心
と
考
え
て
い
た

か
が
わ
か
る
。

　
さ
て
次
に
肝
心
の
漆
の
こ
と
で
あ
る
。承
平
年
間（
９
３

１
〜
３
８
）
に
成
立
し
た
意
義
分
類
体
の
辞
書
『
和わ

名み
ょ
う

類る
い

聚じ
ゅ

抄し
ょ
う

』
に
よ
る
と
大
和
国
宇
陀
郡
に
は
「
漆
部
奴
利

倍 

」
の

郷
名
が
見
え
る
し
、
平
安
末
期
の
国
語
辞
典
と
さ
れ
る

『
伊い

呂ろ

波は

字じ

類る
い

抄し
ょ
う

』
の
漆
の
項
に
は
『
本ほ

ん

朝ち
ょ
う

事こ
と

始は
じ
め

』
を

引
い
て
「
倭や

ま
と
た
け
る
の

武
皇み

子こ　
宇
陀
阿あ

貴き

山や
ま

に
游
獦
の
時　
手

を
以
て
折
木
の
枝
を
牽ひ

く
に　
其
の
木
汁　
皇
子
の
手
を

黒
く
美
し
く
染
む　
こ
こ
に
皇
子
舎と

ね
り人

床と
こ
い
わ
の石

足す
く

尼ね

を
召
し

て
曰
く　
此
の
木
汁
を
塗
り
て　
之
を
献
ず
べ
し　
床
石

塗
り
て
之
を
献
ず　
皇
子
大
い
に
悦
び
て　
其
の
木
汁
を

取
り
て　
翫も

て
あ
そ
び
の

好
之
物も

の

を
塗ぬ

る　
床
石
足
尼
を
以
て
漆ぬ

り

部べ
の

官か
ん

に
任
ず
」と
あ
る
。か
つ
て
漆
部
司
は
大
蔵
省
の
管
轄
下
の

役
所
で
あ
っ
た
。
こ
の
漆
部
が
大
和
国
宇
陀
郡
の
ど
こ
に

所
在
し
た
か
は
、
江
戸
時
代
に
な
っ
て
徳
川
吉
宗
の
命
に

よ
る『
日
本
輿
地
通
誌
』編
纂
の
調
査
に
依
る
並
河
誠
所
ら

の
実
地
調
査
で
、「
長
野
巳
下
八
村
漆
部
郷　
今
呼
二
曽そ

爾に

谷
一
」
と
し
た
。
つ
ま
り
現
在
の
曽
爾
村
を
以
て
古
代
の
漆

部
郷
と
考
証
し
た
。
重
ね
て
本
居
宣
長
は
、
そ
の
著
『
古
事

記
伝
』
に
お
い
て
「
蘇そ

迩に

は
大
和
ノ
国
宇
陀
ノ
郡
の
東
の
極は

て

の
山
中
に
て
、
今
ノ
世
八
村 

長
野
村
。
掛
村
。
小
長
尾
村
。
今
井
村
。

葛
村
。
伊
賀
見
村
。
太
郎
路
村
。
塩
井
村
。 

あ
り
て
、
曽そ

尓に

谷
と
云
。
古
へ
の
漆
部
ノ
郷
な
り
と
ぞ
」
と
、

こ
の
説
を
踏
襲
し
た
。

　
か
つ
て
曽
爾
村
に
は
多
く
の
漆
樹
が
自
生
し
て
い
た
が
、

水
に
腐
り
に
く
く
、
樹
内
に
穴
が
あ
る
漆
樹
が
、
ア
コ
ヤ

貝
の
養
殖
網
の
浮う

き
と
し
て
重
宝
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、伊
勢
志

摩
の
真
珠
業
者
の
需
要
に
応
え
て
多
く
が
買
却
さ
れ
た
。

そ
こ
で
現
在
村
興
し
の
一
環
と
し
て
、
村
内
に
残
る
樹
を

増
殖
さ
せ
、漆
掻
き
の
技
術
も
習
得
し
、数
少
な
い
日
本
産

漆
の
生
産
に
取
り
組
み
つ
つ
あ
る
。
な
ん
と
か
成
功
し
て

も
ら
い
た
い
も
の
で
あ
る
。
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おかもと ・ あきお

1954 （昭和 29） 年奈良県

生まれ。國學院大學文学部

神道科卒業後、春日大社

に奉職、 春日大社権宮司

（2015 年退職）。 奈良県立

大学客員教授、 宇賀志屋

文庫庫長。 著書に 『日本

人よ、 かくあれ』 （ウェッジ）

など多数。

日の丸盆（大丸盆）
樽井禧酔作

手力盆
北村久斎作（中村雅真考証）

八足案
昭和五年 堀部恒哉作
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