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職
人
の
熱
意
と
、
粋
を
好
ん
だ
文
化
の
証
し

山
梨
に
4
0
0
年
以
上
も
の
昔
か
ら
伝
わ
る
革
工
芸
「
印
伝
」。

鹿
革
に
漆
で
模
様
を
付
け
た
も
の
が
特
徴
で
、

巾
着
な
ど
の
袋
物
が
そ
の
始
ま
り
と
い
わ
れ
て
い
る
。
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工
芸
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挑
戦
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『
山
梨
て
く
て
く
』は

歩
く
速
さ
で
じ
っ
く
り
と

山
梨
の
魅
力
を
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

日
本
に
古
く
か
ら
根
付
い
て
い
た
鹿
革
の
加
工
品
。

そ
れ
が
山
梨
の
職
人
た
ち
の
創
意
工
夫
と
豊
か
な
感
性
に
よ
っ
て
、

江
戸
時
代
に
は『
印
伝
』と
い
う

一
つ
の
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
花
開
い
て
い
き
ま
し
た
。

今
回
は『
印
伝
』の
歴
史
と
、職
人
の
技
と
誇
り
に
触
れ
な
が
ら
、

甲
府
の
ま
ち
を
中
心
に『
て
く
て
く
』。

こ
ん
な
山
梨
が
あ
っ
た
ん
だ
、と
思
え
る
発
見
や
感
動
を

見
つ
け
て
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。

﹇ 

て
く
て
く 

〝
食
〞 ﹈

地
元
産
の
食
材
と
、印
伝
風
の
化
粧
箱
。

山
梨
の
歴
史
文
化
を
兼
ね
備
え
た
銘
菓
。

12
｜﹇ 

て
く
て
く 

〝
住
〞 ﹈

地
元
の
天
然
素
材
か
ら
生
ま
れ
る

革
小
物
の
世
界

14
｜﹇ 

て
く
て
く 

甲
斐
の
口くに  

﹈

金
手
駅

16
｜
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山
梨
の
印
伝
産
業
は
、

繊
細
な
技
と
豊
か
な
感
性
か
ら
生
ま
れ
た

FE ATUR E

日
本
に
根
付
い
た
鹿
革
の
加
工
技
術
は
、

や
が
て「
印
伝
」と
い
う
、

一
つ
の
ブ
ラ
ン
ド
と
な
っ
た

　鹿
革
は
軽
く
て
丈
夫
で
あ
り
、素
材
と
し
て
手
に
入
り

や
す
か
っ
た
た
め
、日
本
で
は
古
く
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
実

用
品
の
製
作
に
用
い
ら
れ
て
き
ま
し
た
。中
で
も
、奈
良

時
代
に
燻
べ
技
法
で
作
ら
れ
た
文
箱（
国
宝
・
東
大
寺
蔵
）

は
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、柔
ら
か
く
体
に
な
じ

む
上
、強
度
も
あ
る
の
で
戦
国
時
代
に
は
、武
将
た
ち
の

武
具
・
鎧
や
兜
な
ど
に
広
く
用
い
ら
れ
て
い
ま
し
た
。こ

の
よ
う
に
鹿
革
の
加
工
技
術
は
長
い
歴
史
の
流
れ
の
中

で
育
ま
れ
て
い
っ
た
の
で
す
。こ
の
鹿
革
の
加
工
品
が
、

い
つ
、ど
う
し
て「
印
伝
」と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

か
は
定
か
で
は
な
く
、イ
ン
デ
ア
の
変
化
し
た
言
葉
と
も
、

印
度
伝
来
に
由
来
す
る
と
い
わ
れ
る
な
ど
諸
説
が
あ
り

ま
す
。江
戸
時
代
に
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
十
返
舎

一
九
の『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』に「
腰
に
さ
げ
た
る
印
伝
の

巾
着
を
出
し
見
せ
る
」の
一
節
が
あ
る
こ
と
か
ら
、そ
の

こ
ろ
に
は
印
伝
と
い
う
呼
び
名
が
知
ら
れ
て
い
た
こ
と

が
う
か
が
え
ま
す
。

　
か
つ
て
全
国
的
に
普
及
し
て
い
た
鹿
革
の
加
工
品
が
、

伝
統
工
芸
品「
印
伝
」と
し
て
山
梨
県
の
地
場
産
業
と

な
っ
た
の
は
、甲
府
市
の
老
舗「
印
傳
屋
」の
遠
祖
・
上
原

勇
七
が
鹿
革
に
漆
で
模
様
を
付
け
る
独
自
の
技
法
を
創

案
し
た
こ
と
に
始
ま
り
ま
す
。最
初
は
撥
水
効
果
を
目
的

と
し
て
塗
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
漆
。漆
の
ひ
び
割
れ
に

よ
る
表
情
か
ら
地
割
れ
印
伝
、松
皮
印
伝
と
も
呼
ば
れ
ま

し
た
。し
か
し
、撥
水
効
果
に
と
ど
ま
ら
ず
、漆
で
美
し
い

模
様
を
付
け
る
技
法
を
生
み
出
し
、江
戸
小
紋
な
ど
の
絵

柄
を
漆
で
表
現
し
た
印
伝
は
、た
ち
ま
ち
人
気
を
博
し
ま

し
た
。江
戸
時
代
の
中
期
以
降
は
庶
民
の
旅
も
盛
ん
に
な

り
、粋
を
競
う
人
々
の
間
で
巾
着
、莨
入
れ
な
ど
が
愛
用

品
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

　
山
梨
は
鹿
皮
と
漆
が
産
出
さ
れ
る
好
条
件
が
そ
ろ
っ

て
い
た
こ
と
で
、産
地
と
し
て
栄
え
て
い
っ
た
の
で
す

が
、太
平
洋
戦
争
で
印
伝
の
製
造
は
一
時
中
止
を
余
儀
な

く
さ
れ
ま
し
た
。し
か
し
焦
土
と
化
し
た
甲
府
の
地
か
ら

力
強
く
再
興
し
、今
日
に
至
っ
て
い
る
の
で
す
。

革羽織の多くは燻べ技法が施されている。写真は甲州財閥・若尾家に伝わる山市印燻革羽織
［印傳博物館蔵］

印傳屋の記載がある「甲府買物独案内」（江戸時代）
［印傳博物館蔵］

ひとりあんない

信玄袋（右・中）と巾着（左）［印傳博物館蔵］

燻革合切袋（右）・三ツ巻財布（中）・提げ莨入れ（左）［印傳博物館蔵］

ふ
す

よ
ろ
いと

う
か
い
ど
う
ち
ゅ
う
ひ
ざ
く
り
げ

た
ば
こ

●

●

か
ぶ
と

05 04
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　甲府印伝商工業協同組合は、業界として甲州印伝の普及・啓発、品質向上を含めた土台
づくりを目標に昭和49年に発足し、現在4業者が加盟しています。業界をより良くしていくためには、
個々の業者がそれぞれの特色を持ちながらも、同じ方向性の中で情報の共有化などをしていく
必要があります。4業者という小さな規模だからこそ、意思の疎通が図りやすいといった利点もあり、
印伝業界発展のための機能を果たしています。

FE ATUR E

印傳博物館 検索

／甲府市中央3-11-15 印傳屋上原勇七本店2階
／055-220-1621
／10:00～17:00
／展示替え期間中・本店休業日
　ご来館の際は、あらかじめお問い合わせください。
／一般200円、小・中学生100円

住 　 所
T E L
開館時間
休 館 日

入 館 料

甲府印伝商工業協同組合

上原 重樹さ
  ん

事務局長

甲府印伝商工業協同組合

印傳博物館

印伝の模様「うろこ」が施された
郷土力士・竜電関の化粧まわし

印伝業界発展のために

　江戸時代以前から昭和前期に至る古典作品の展示や、
印伝の技法の紹介など日本の鹿革工芸文化を公開。貴重
な収蔵品から職人の息遣いや、使い手の愛着を感じながら、
伝統の技と美を堪能することができる。趣向を凝らした年4回
の企画展も開催している。

　2018年大相撲初場所で、郷土力士としては30年ぶりとなる
新入幕を果たした竜電関（甲府市出身）。後援会から贈られた
化粧まわしには印伝が使用されている。黒地に白い漆を施した
模様は、竜電のしこ名にちなんで「竜のうろこ」をイメージしてい
る。うろこ柄には魔よけ、身を守り成長するといった意味がある。

【企画展】  3月4日（日）まで開催中

甲州印傳と伊勢型紙 －精緻な模様－

受け継がれる印伝の技法

さら さ

更  紗
　模様の色ごとに型紙を替え、多色使いの
模様が表現できる技法。漆ではなく顔料を使
用することで鮮やかな多色模様ができる。色
が多いほど型紙の枚数が増えるが、美しい仕
上がりのためには少しのズレも許されない。正
確かつ均一に色を載せる高度な技術が必
要。印度伝来の更紗模様に似ていることが、
その名の由来といわれている。

ふす

燻  べ
　太鼓と呼ばれる筒に鹿革を張り、わらをた
いていぶし、茶褐色系の色と模様を施す技
法。鹿革に型紙を重ね、上からへらでのりを
置いて防染し、いぶし終わったところでのりを
剥がし取ることで模様が白く浮き出る。漆置き
技法よりも古い歴史を持つ。現在生産量は
少ないが、その独特な風合いは根強い人気
を誇っている。

漆置き
　漆置きは印伝の最も代表的な技法。染め
上げた鹿革の上に型紙を載せて漆を刷り込
み、立体的な模様を付けていく。均一に漆を
刷り込むには熟練の技が必要。職人が使う
へらは自然にくぼみができ、職人の手にフィット
していく。漆は、時とともに色がさえ、深みのある
光沢を帯びる。

中里印伝製造所
甲府市青沼2-19-17／TEL.055-233-0580

（有）印傳の山本
甲府市朝気3-8-4／TEL.055-233-1942

（株）印傳屋 上原勇七
甲府市川田町アリア201／TEL.055-220-1660

（有）池田商店
甲府市青葉町9-13／TEL.055-233-7866

国
の
伝
統
的
工
芸
品
に
指
定
。

産
地
と
し
て
の
誇
り
を
胸
に
未
来
を
描
く

　
昭
和
49
年
に
は
甲
府
印
伝
商
工
業
協
同
組
合
が
設
立
さ

れ
、業
界
の
発
展
へ
向
け
た
情
報
交
換
や
、伝
統
の
技
の

継
承
と
、さ
ら
な
る
向
上
を
目
指
す
取
り
組
み
が
推
進
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。そ
の
後
、洋
装
に
合
わ
せ
た

ハ
ン
ド
バ
ッ
グ
な
ど
も
生
産
。フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
多
様
化

に
マ
ッ
チ
す
る
製
品
の
開
発
も
活
発
に
行
わ
れ
、印
伝
は

さ
ら
に
人
々
か
ら
愛
さ
れ
る
存
在
に
成
長
し
て
い
き
ま

し
た
。こ
う
し
て
山
梨
は
印
伝
の
産
地
と
し
て
揺
る
ぎ

な
い
地
位
を
確
立
し
、昭
和
62
年
に
は
国
の「
伝
統
的
工
芸

品 

甲
州
印
伝
」に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。現
在
は
海
外
で
も

高
い
評
価
を
受
け
る
な
ど
、山
梨
発
の
美
し
い
印
伝
文
化

は
新
し
い
時
代
の
幕
開
け
を
迎
え
て
い
ま
す
。
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　甲府印伝商工業協同組合は、業界として甲州印伝の普及・啓発、品質向上を含めた土台
づくりを目標に昭和49年に発足し、現在4業者が加盟しています。業界をより良くしていくためには、
個々の業者がそれぞれの特色を持ちながらも、同じ方向性の中で情報の共有化などをしていく
必要があります。4業者という小さな規模だからこそ、意思の疎通が図りやすいといった利点もあり、
印伝業界発展のための機能を果たしています。
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置いて防染し、いぶし終わったところでのりを
剥がし取ることで模様が白く浮き出る。漆置き
技法よりも古い歴史を持つ。現在生産量は
少ないが、その独特な風合いは根強い人気
を誇っている。

漆置き
　漆置きは印伝の最も代表的な技法。染め
上げた鹿革の上に型紙を載せて漆を刷り込
み、立体的な模様を付けていく。均一に漆を
刷り込むには熟練の技が必要。職人が使う
へらは自然にくぼみができ、職人の手にフィット
していく。漆は、時とともに色がさえ、深みのある
光沢を帯びる。
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（有）印傳の山本
甲府市朝気3-8-4／TEL.055-233-1942

（株）印傳屋 上原勇七
甲府市川田町アリア201／TEL.055-220-1660

（有）池田商店
甲府市青葉町9-13／TEL.055-233-7866
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　「
昭
和
58
年
頃
か
ら
は
洋
装
に
も
合
わ
せ
や
す
い
オ
リ

ジ
ナ
ル
柄
の
開
発
を
始
め
ま
し
た
。印
伝
は
鹿
革
と
漆

と
い
う
素
材
自
体
を
変
え
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。

で
す
か
ら
色
、模
様
、デ
ザ
イ
ン
と
い
っ
た
も
の
で
魅
力

を
深
め
、時
代
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
な
が
ら
可
能
性
を
広

げ
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
す
。常
に
新
し
い
も
の
を

お
客
さ
ま
に
提
案
す
る
年
1
回
の
新
作
発
表
に
は
苦
労

が
あ
り
ま
す
が
、企
業
の
力
を
ア
ピ
ー
ル
で
き
る
チ
ャ

ン
ス
に
も
な
り
ま
す
」

　
印
傳
屋
は
海
外
の
ハ
イ
ブ
ラ
ン
ド
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー

シ
ョ
ン
も
手
掛
け
て
い
ま
す
が
、そ
こ
に
は
老
舗
企
業

と
し
て
絶
対
に
譲
れ
な
い
信
念
が
あ
り
ま
す
。

　「
当
社
は
相
手
が
世
界
的
な
有
名
ブ
ラ
ン
ド
で
あ
っ

て
も
、素
材
の
提
供
の
み
は
せ
ず
、あ
く
ま
で
も
対
等
な

立
場
で
一
緒
に
作
っ
て
い
く
と
い
う
姿
勢
を
貫
い
て
い

ま
す
。そ
れ
は
お
互
い
を
尊
敬
し
合
い
、良
い
も
の
を
作

ろ
う
と
い
う
と
こ
ろ
へ
結
び
付
く
か
ら
で
す
。こ
の
よ

う
な
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
実
現
は
、現
場
の
活
性
化

や
技
術
力
の
向
上
、ま
た
印
伝
の
知
名
度
ア
ッ
プ
に
も

つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
」

　「
平
成
23
年
、ア
メ
リ
カ
に
進
出
し
た
時
、現
地
で
は

誰
も
印
伝
を
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。そ
こ
で
海
外
の
お

客
さ
ま
向
け
の
商
品
を
開
発
し
、展
示
会
へ
の
出
展
を

続
け
な
が
ら
印
伝
を
知
っ
て
い
た
だ
く
努
力
を
重
ね
た

結
果
、全
米
最
大
規
模
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
展
示
会『
コ
ー

テ
リ
ー
展
』で
注
目
を
集
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。今

で
は
、ア
メ
リ
カ
の
代
理
店
と
契
約
し
、現
地
で
販
売
す
る

ま
で
に
な
り
ま
し
た
。西
洋
で
漆
は『
j
a
p
a
n
』と

表
記
さ
れ
ま
す
。ま
さ
に
日
本
文
化
を
象
徴
す
る
素
材

と
い
う
わ
け
で
す
。今
後
も
動
画
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

公
開
す
る
な
ど
、印
伝
の
伝
統
文
化
を
よ
り
広
く
世

江
戸
時
代
に
遠
祖
・
上
原
勇
七
が
創
案
し
、

代
々
家
長
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
印
伝
の
技
法
。

山
梨
の
地
場
産
業
と
し
て
根
付
い
た
印
伝
は

今
で
は
海
外
へ
も
進
出
。

伝
統
を
守
り
な
が
ら
も
常
に
時
代
を
見
据
え
、

進
化
の
歩
み
を
止
め
な
い
老
舗
、

印
傳
屋
の
挑
戦
と
思
い
を

上
原
重
樹
社
長
に
伺
い
ま
し
た
。株式会社 印傳屋 上原勇七  代表取締役社長

株式会社 印傳屋 上原勇七
（本店）甲府市中央3-11-15／TEL.055-233-1100

上原  重樹 さ
  ん

新
作
を
発
表
す
る
こ
と
は
、

印
伝
の
進
化
に
欠
か
せ
な
い

山
梨
か
ら
海
外
へ
、

印
伝
の
魅
力
を
発
信

伝
統
と
革
新
。

時
代
が
求
め
る
も
の
を
感
じ
取
る

伝
統
産
業
を
担
う

企
業
と
し
て
貫
く
プ
ラ
イ
ド

FE ATUR E

INDEN EST.1582  RIPPLE（リップル）

鹿革を黒く染めた地色に、白い更紗と黒漆で織りなす幾何学模様。
印伝の伝統模様「市松」より派生したデザインは海外での人気が高い。
日本国内では直営店のみで取り扱っている。
NY チェーンショルダー（右）／NY クロスビーC（左）

2017年新作
ETORCE（エトルス）
縁のつながりや円満を表す七宝つなぎ模様を
更紗と漆で立体的に表現。
ボタニカルシルエットを浮かび上がらせる
新たな手法が美しい表情を見せている。
リュック（右）／ポシェット（左）

印
伝
を

　世
界
へ
。

老
舗
が
守
る
伝
統
と
、
挑
み
続
け
る
革
新

界
に
向
け
て
発
信
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

　　「
当
社
の
創
業
は
今
か
ら
4
0
0
年
以
上
前
の
天
正

10
年
。こ
れ
ほ
ど
長
く
続
い
て
き
た
の
は
、そ
の
時
代
時

代
の
家
長
が
、今
ど
う
い
う
も
の
を
お
客
さ
ま
に
提
供

す
べ
き
か
常
に
考
え
て
き
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。短

期
的
な
流
行
で
は
な
く
、時
代
が
求
め
る
も
の
を
感
じ

取
り
革
新
を
続
け
て
き
た
の
で
す
。伝
統
は
先
祖
か
ら

預
か
っ
た
財
産
で
す
。し
か
し
、単
に
伝
統
を
守
る
だ
け

で
は
生
き
残
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。時
代
の
変
化
を

見
極
め
進
化
し
て
い
く
こ
と
、そ
れ
が
伝
統
産
業
に

と
っ
て
大
切
な
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
」
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印伝の伝統模様「市松」より派生したデザインは海外での人気が高い。
日本国内では直営店のみで取り扱っている。
NY チェーンショルダー（右）／NY クロスビーC（左）

2017年新作
ETORCE（エトルス）
縁のつながりや円満を表す七宝つなぎ模様を
更紗と漆で立体的に表現。
ボタニカルシルエットを浮かび上がらせる
新たな手法が美しい表情を見せている。
リュック（右）／ポシェット（左）

印
伝
を

　世
界
へ
。

老
舗
が
守
る
伝
統
と
、
挑
み
続
け
る
革
新

界
に
向
け
て
発
信
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

　　「
当
社
の
創
業
は
今
か
ら
4
0
0
年
以
上
前
の
天
正

10
年
。こ
れ
ほ
ど
長
く
続
い
て
き
た
の
は
、そ
の
時
代
時

代
の
家
長
が
、今
ど
う
い
う
も
の
を
お
客
さ
ま
に
提
供

す
べ
き
か
常
に
考
え
て
き
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。短

期
的
な
流
行
で
は
な
く
、時
代
が
求
め
る
も
の
を
感
じ

取
り
革
新
を
続
け
て
き
た
の
で
す
。伝
統
は
先
祖
か
ら

預
か
っ
た
財
産
で
す
。し
か
し
、単
に
伝
統
を
守
る
だ
け

で
は
生
き
残
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。時
代
の
変
化
を

見
極
め
進
化
し
て
い
く
こ
と
、そ
れ
が
伝
統
産
業
に

と
っ
て
大
切
な
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
」
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山
本
さ
ん
は「
印
傳
の
山
本
」の
3
代
目
。平
成
12
年

か
ら
家
業
に
入
り
、経
済
産
業
大
臣
指
定
伝
統
的
工

芸
品 

甲
州
印
伝
の
伝
統
工
芸
士
の
資
格
を
取
得
し
た

ば
か
り
の
若
き
職
人
で
す
。

　「
私
が
中
学
生
の
時
、父
が
日
本
で
た
だ
一
人
の
伝
統

工
芸
士
に
な
り
ま
し
た
。認
定
の
盾
を
見
た
時
、『
伝
統

工
芸
士
』と
い
う
職
業
に
憧
れ
を
抱
き
、こ
の
業
界
に
入

る
こ
と
を
意
識
し
始
め
ま
し
た
。当
時
の
私
は『
士
』が

付
く
職
業
に
格
好
良
さ
を
感
じ
た
ん
で
す
。印
伝
の
製

品
は
生
ま
れ
た
時
か
ら
い
つ
も
身
近
に
あ
り
、小
・
中
学

生
の
こ
ろ
の
筆
箱
も
、も
ち
ろ
ん
印
伝
で
し
た
。印
伝
に

囲
ま
れ
て
育
っ
た
私
に
と
っ
て
印
伝
は
、一
番
好
き
な

も
の
な
ん
で
す
」

　「
環
境
保
護
の
た
め
に
駆
除
し
た
ニ
ホ
ン
ジ
カ
の
皮

を
、環
境
に
優
し
い
な
め
し
方
で
加
工
し
、有
効
活
用
し

て
い
く
山
梨
県
の
取
り
組
み
に
共
感
し
、山
梨
県
産
業

技
術
セ
ン
タ
ー
と
と
も
に
2
年
ほ
ど
の
試
行
錯
誤
を

経
て
、県
産
鹿
革
に
よ
る
製
品『
Ｕ
Ｒ
Ｕ
Ｓ
Ｈ
Ｉ
Ｎ
Ａ

Ｓ
H
Ｉ
Ｋ
Ａ
』を
開
発
し
ま
し
た
。新
し
い
始
ま
り
を
イ

メ
ー
ジ
す
る『
白
』を
ベ
ー
ス
カ
ラ
ー
と
し
、こ
れ
ま
で

の
印
伝
に
は
な
か
っ
た
細
密
な
模
様
の
表
現
に
も
挑
戦

し
ま
し
た
。カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
柄
に
は
、県
の
花
・
フ
ジ

ザ
ク
ラ
や
県
の
鳥
・
ウ
グ
イ
ス
、山
梨
県
の
形
が
隠
れ
て

い
ま
す
。今
回
の
よ
う
な
、い
つ
、ど
こ
の
山
で
捕
獲
し

た
鹿
で
、誰
が
作
っ
た
も
の
か
、と
い
っ
た
ト
レ
ー
サ
ビ

リ
テ
ィ
ー
が
分
か
る
製
品
作
り
は
、私
の
理
想
と
す
る

と
こ
ろ
で
す
。

　
ま
た
、人
気
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
や
ゲ
ー
ム
関
係
、絵
本
の

主
人
公
な
ど
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
も
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。そ
れ
に
よ
っ
て
若
い
お
客
さ
ま
に
印
伝
を

手
に
取
っ
て
も
ら
え
る
機
会
が
増
え
て
き
ま
し
た
。私

と
同
世
代
の
方
た
ち
と
、印
伝
を
通
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
生
ま
れ
る
こ
と
が
と
て
も
う
れ
し
い
で
す
」

　「
私
は
山
梨
を
印
伝
の
産
地
と
し
て
守
り
、さ
ら
に
発

展
さ
せ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。そ
の
た
め
に

近年、ニホンジカの著しい増加により

森林環境への影響や農作物への被害が全国各地で深刻化する中、

山梨県では駆除したニホンジカの有効活用策として

印伝の素材に用いる計画をスタート。

山梨県産業技術センターが開発した

環境負荷の少ない、なめし技術により

皮本来の色を生かした純白の印伝用鹿革が実現。

県の取り組みに賛同した山本裕輔さんの技が加わり

「URUSHINASHIKA（ウルシナシカ）」が生まれました。

「URUSHINASHIKA」は漆、鹿、山梨の3つのキーワードを組み合わせ名付けられた。

色鮮やかな黄色やブルーの印伝は、父の代から作り続けている

印
伝
は
私
に
と
っ
て

一
番
好
き
な
も
の

「
白
」を
ベ
ー
ス
カ
ラ
ー
と
し
た
印
伝

そ
の
斬
新
な
取
り
組
み
に
共
感
し
て

伝
統
工
芸
士
と
し
て
考
え
る

後
進
の
育
成

FE ATUR E

は
、伝
統
工
芸
士
と
し
て
後
進
を
育
成
し
、い
ず
れ
は
独

立
し
て
会
社
を
立
ち
上
げ
る
ま
で
に
な
っ
て
ほ
し
い
と

考
え
て
い
ま
す
。私
が
技
術
を
教
え
た
人
が
成
長
し
、そ

の
人
ら
し
い
印
伝
を
世
に
出
し
て
い
く
、そ
し
て
私
も

負
け
ず
に
切
磋
琢
磨
し
て
作
り
続
け
る
。そ
う
や
っ
て

お
互
い
が
高
め
合
っ
て
い
く
こ
と
で
、今
ま
で
た
ど
り

着
け
な
か
っ
た
境
地
ま
で
行
け
る
の
で
は
な
い
か
と

思
っ
て
い
ま
す
。誰
も
が
知
る『
印
伝=

山
梨
』、そ
こ
を

生
き
て
い
る
う
ち
に
見
る
こ
と
が
私
の
今
後
の
目
標

で
す
」

有限会社 印傳の山本  甲州印伝の伝統工芸士

有限会社  印傳の山本
甲府市朝気3-8-4／TEL.055-233-1942

山本  裕輔 さ
  ん

印
伝
は
誇
り
。

新
し
い
印
伝
を
探
求
す
る 

若
き
伝
統
工
芸
士
の
挑
戦

せ
っ
さ  

た
く  

ま
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甲州金饅頭と、富士山や武田菱などをモチーフとした印伝風の化粧箱

　日
本
百
名
山
の
一
つ
甲
斐
駒
ケ
岳
の
麓
、名
水
の
里
と
し

て
知
ら
れ
る
北
杜
市
白
州
町
の
甲
州
街
道
台
ケ
原
宿
。古

き
良
き
宿
場
町
の
風
情
が
残
る
こ
の
地
に
、「
金
精
軒
」は
あ

り
ま
す
。明
治
35
年
創
業
、和
菓
子
の
老
舗
の
新
作「
甲
州
金

饅
頭
」に
は
、山
梨
の
魅
力
が
満
載
で
す
。

　「『
甲
州
金
饅
頭
』は
、甲
府
を
盛
り
立
て
よ
う
と
い
う
思

い
を
持
つ
、甲
府
市
出
身
者
ら
で
つ
く
る
会『
首
都
圏
甲
府

会
』か
ら
依
頼
を
受
け
、手
掛
け
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で

す
。戦
国
時
代
に
信
玄
が
広
め
た
甲
州
金
の
貨
幣
制
度
は

江
戸
幕
府
に
も
採
用
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
で
、

信
玄
の
偉
功
の
一
つ
で
す
。そ
の
甲
州
金
の
歴
史
を
全
国

の
皆
さ
ま
に
知
っ
て
い
た
だ
き
、山
梨
を
発
信
し
て
い
こ

う
、そ
ん
な
思
い
を
込
め
、お
菓
子
の
開
発
が
始
ま
り
ま
し

た
。当
社
で
は
創
業
当
時
か
ら
地
産
地
消
を
本
分
に
し
て

い
ま
す
の
で
、『
甲
州
金
饅
頭
』を
作
る
に
当
た
っ
て
も
地

元
の
食
材
を
使
う
こ
と
と
、山
梨
の
歴
史
文
化
を
感
じ
ら

れ
る
よ
う
に
し
ま
し
た
」

　「皮
は
、金
が
映
え
る
よ
う
に
身
延
町
の
竹
炭
を
加
え
黒

く
し
、清
里
高
原
の
牛
乳
で
ミ
ル
キ
ー
な
風
味
を
プ
ラ
ス
し

ま
し
た
。竹
炭
に
は
、余
分
な
に
お
い
を
吸
収
し
、さ
ら
に
、

し
っ
と
り
と
し
た
食
感
を
生
む
保
湿
効
果
や
、抗
菌
効
果
も

あ
る
と
い
い
ま
す
。餡
は
、黄
金
色
に
な
る
よ
う
に
、北
杜
市

産
の
サ
ツ
マ
イ
モ
・
あ
け
の
金
時
で
作
っ
た
芋
餡
に
し
ま
し

た
。そ
し
て
、仕
上
げ
は
甲
州
金
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
た
め

に
、金
箔
を
あ
し
ら
い
ま
し
た
。ま
た
、パ
ッ
ケ
ー
ジ
は
、文

字
や
絵
柄
な
ど
を
浮
き
彫
り
に
す
る
加
工
法
で
印
伝
風
と

し
、取
っ
て
お
い
て
使
い
た
く
な
る
よ
う
な
化
粧
箱
と
し
ま

し
た
。地
元
食
材
の
生
産
者
さ
ん
、印
伝
の
職
人
さ
ん
、そ
し

て
当
社
の
和
菓
子
職
人
の
技
が
一
つ
と
な
り
生
ま
れ
た『
甲

州
金
饅
頭
』。お
い
し
さ
を
味
わ
っ
て
い
た
だ
き
、山
梨
の
魅

力
を
感
じ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
」

地元産の食材と、印伝風の化粧箱。
山梨の歴史文化を兼ね備えた銘菓。

武
田
信
玄
の
築
い
た「
甲
州
金
」の
歴
史
を

今
に
伝
え
る
菓
子
作
り

食
材
の
吟
味
、そ
し
て

印
伝
風
の
化
粧
箱
で
重
厚
感
を
出
す

北杜市白州町台ケ原2211
TEL.0551-35-2246
営業時間：9:00～18:00
定休日：木曜日

台ヶ原　金精軒

かつての旅籠屋である建物は、甲州街道台ケ原宿の歴史を今に伝えるたたずまい。
店内には地産地消にこだわり、丹精込めて手作りした和菓子が並ぶ。

Information

金精軒製菓株式会社
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甲州金饅頭と、富士山や武田菱などをモチーフとした印伝風の化粧箱

　日
本
百
名
山
の
一
つ
甲
斐
駒
ケ
岳
の
麓
、名
水
の
里
と
し

て
知
ら
れ
る
北
杜
市
白
州
町
の
甲
州
街
道
台
ケ
原
宿
。古

き
良
き
宿
場
町
の
風
情
が
残
る
こ
の
地
に
、「
金
精
軒
」は
あ

り
ま
す
。明
治
35
年
創
業
、和
菓
子
の
老
舗
の
新
作「
甲
州
金

饅
頭
」に
は
、山
梨
の
魅
力
が
満
載
で
す
。

　「『
甲
州
金
饅
頭
』は
、甲
府
を
盛
り
立
て
よ
う
と
い
う
思

い
を
持
つ
、甲
府
市
出
身
者
ら
で
つ
く
る
会『
首
都
圏
甲
府

会
』か
ら
依
頼
を
受
け
、手
掛
け
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で

す
。戦
国
時
代
に
信
玄
が
広
め
た
甲
州
金
の
貨
幣
制
度
は

江
戸
幕
府
に
も
採
用
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
で
、

信
玄
の
偉
功
の
一
つ
で
す
。そ
の
甲
州
金
の
歴
史
を
全
国

の
皆
さ
ま
に
知
っ
て
い
た
だ
き
、山
梨
を
発
信
し
て
い
こ

う
、そ
ん
な
思
い
を
込
め
、お
菓
子
の
開
発
が
始
ま
り
ま
し

た
。当
社
で
は
創
業
当
時
か
ら
地
産
地
消
を
本
分
に
し
て

い
ま
す
の
で
、『
甲
州
金
饅
頭
』を
作
る
に
当
た
っ
て
も
地

元
の
食
材
を
使
う
こ
と
と
、山
梨
の
歴
史
文
化
を
感
じ
ら

れ
る
よ
う
に
し
ま
し
た
」

　「皮
は
、金
が
映
え
る
よ
う
に
身
延
町
の
竹
炭
を
加
え
黒

く
し
、清
里
高
原
の
牛
乳
で
ミ
ル
キ
ー
な
風
味
を
プ
ラ
ス
し

ま
し
た
。竹
炭
に
は
、余
分
な
に
お
い
を
吸
収
し
、さ
ら
に
、

し
っ
と
り
と
し
た
食
感
を
生
む
保
湿
効
果
や
、抗
菌
効
果
も

あ
る
と
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ま
す
。餡
は
、黄
金
色
に
な
る
よ
う
に
、北
杜
市

産
の
サ
ツ
マ
イ
モ
・
あ
け
の
金
時
で
作
っ
た
芋
餡
に
し
ま
し

た
。そ
し
て
、仕
上
げ
は
甲
州
金
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
た
め

に
、金
箔
を
あ
し
ら
い
ま
し
た
。ま
た
、パ
ッ
ケ
ー
ジ
は
、文

字
や
絵
柄
な
ど
を
浮
き
彫
り
に
す
る
加
工
法
で
印
伝
風
と

し
、取
っ
て
お
い
て
使
い
た
く
な
る
よ
う
な
化
粧
箱
と
し
ま

し
た
。地
元
食
材
の
生
産
者
さ
ん
、印
伝
の
職
人
さ
ん
、そ
し

て
当
社
の
和
菓
子
職
人
の
技
が
一
つ
と
な
り
生
ま
れ
た『
甲

州
金
饅
頭
』。お
い
し
さ
を
味
わ
っ
て
い
た
だ
き
、山
梨
の
魅

力
を
感
じ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
」
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を
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伝
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の
吟
味
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し
て

印
伝
風
の
化
粧
箱
で
重
厚
感
を
出
す
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　藤
本
二
菜
さ
ん
は
大
月
市
富
浜
町
の
出
身
。革
製
品
を
創

作
す
る
仕
事
に
就
き
た
い
と
東
京
に
出
て
、経
験
を
積
ん
だ

後
、32
歳
の
時
に
地
元
へ
U
タ
ー
ン
。3
年
前
に
工
房
兼
店
舗

「
l
m（
ル
ー
メ
ン
）」を
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。

　ブ
ラ
ン
ド「
郡
内
レ
ザ
ー
」を
立
ち
上
げ
、山
梨
県
東
部
・
桂

川
流
域
の
郡
内
地
方（
主
に
大
月
市
、都
留
市
、上
野
原
市
、北

都
留
郡
、南
都
留
郡
）で
環
境
保
護
の
た
め
に
駆
除
さ
れ
た
鹿

や
イ
ノ
シ
シ
の
革
を
使
用
し
た
製
品
を
作
っ
て
い
ま
す
。

　「地
元
に
帰
っ
て
き
て
か
ら
、地
域
の
こ
と
を
も
っ
と
知
り

た
い
と
思
い
、い
ろ
い
ろ
調
べ
て
み
ま
し
た
。そ
の
中
で
、駆
除

し
た
鹿
や
イ
ノ
シ
シ
の
皮
を
な
め
し
て
く
れ
る
業
者
が
都
内
に

あ
る
こ
と
、獣
皮
を
産
地
に
戻
し
て
使
う
と
い
う
仕
組
み
が
あ

る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。し
か
し
、こ
の
地
域
で
は
、駆
除
し
た

鹿
や
イ
ノ
シ
シ
の
皮
を
商
品
と
し
て
使
う
と
い
う
認
識
は
ほ
と

ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。そ
れ
で
も
、自
分
も
猟
や
解
体
の
現

場
に
関
わ
っ
て
み
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
、狩
猟
免
許
を
取
得

し
、地
元
の
猟
友
会
の
皆
さ
ん
と
一
緒
に
山
に
入
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。そ
の
結
果
、猟
師
さ
ん
と
も
気
持
ち
が
通
じ
合
う
よ

地
元
の
天
然
素
材
か
ら

生
ま
れ
る

革
小
物
の
世
界

う
に
な
り
、今
で
は
皆
さ
ま
方
に
応
援
し
て
い
た
だ
き
、こ
う
し

て
創
作
活
動
を
行
う
こ
と
が
で
き
て
い
ま
す
」

　1
0
0
%
植
物
性
の
タ
ン
ニ
ン
に
よ
る
製
法
で
な
め
さ
れ

た
、人
に
も
自
然
に
も
優
し
い
品
質
の
革
で
作
っ
た
製
品
を
、

地
元
郡
内
に
ち
な
み「
郡
内
レ
ザ
ー
」と
名
付
け
ま
し
た
。

　「天
然
素
材
で
す
か
ら
傷
も
あ
り
ま
す
が
、そ
れ
も
野
生
動

物
が
厳
し
い
自
然
環
境
の
中
で
生
き
た
証
し
で
す
。一
つ
と
し

て
同
じ
も
の
は
な
く
、使
い
込
む
ほ
ど
に
風
合
い
も
深
ま
り
愛

着
が
生
ま
れ
て
き
ま
す
。そ
ん
な
魅
力
あ
る『
郡
内
レ
ザ
ー
』に

触
れ
て
い
た
だ
き
、郡
内
地
方
の
素
晴
ら
し
さ
を
知
っ
て
ほ
し

い
と
い
う
思
い
を
込
め
て
作
っ
て
い
ま
す
」

　二
菜
さ
ん
は
ず
っ
と
地
元
は
何
も
な
い
所
だ
と
思
っ
て
い

て
、そ
の
魅
力
に
気
付
い
て
い
な
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。

　「で
も
、今
な
ら
分
か
り
ま
す
。こ
こ
は
、人
、モ
ノ
、自
然
、何

で
も
あ
る
素
晴
ら
し
い
所
で
す
。山
梨
に
は
4
0
0
年
以
上
も

の
歴
史
を
持
つ
革
工
芸『
印
伝
』が
あ
り
ま
す
。そ
の
業
界
で
も

若
手
職
人
さ
ん
が
情
熱
を
持
っ
て
も
の
づ
く
り
を
し
て
い
ま

す
。今
後
は
そ
う
い
っ
た
分
野
の
ク
リ
エ
ー
タ
ー
の
皆
さ
ん
と

も
つ
な
が
り
を
持
ち
、創
作
活
動
を
続
け
て
い
き
た
い
で
す
」

専門相談員が常駐し、山梨への移住や就職について、ワンストッ
プでお手伝い。移住セミナーや各種イベントも開催しています。

やまなし暮らし

̶山梨への移住相談はこちらへ̶
やまなし暮らし支援センター

東京都千代田区有楽町2-10-1
東京交通会館8F NPOふるさと回帰支援センター内
TEL.03-6273-4306　FAX.03-6273-4307
E-mail：yamanashi@furusatokaiki.net
利用時間：火～日曜日 10:00～18:00

■やまなし暮らしセミナー
自治体職員や相談員による地域情報の提供や個別相談などを行います。
3/10（土）富士北麓・東部地域セミナー
3/23（金）都留市CCRCセミナー
4/14（土）山梨県就農セミナー

NPOふるさと回帰支援センター
NPOふるさと回帰支援センター
NPOふるさと回帰支援センター

検索

藤
本 

ニ
菜

工
房
l
m（
大
月
市
）

革
製
品
作
家

さ  ん

大月市富浜町鳥沢947-4
TEL.0554-56-7097
営業時間：11：00～19：00
定休日：日曜日・火曜日

工房 lm （ルーメン）

二菜さんの製品やセレクトしたこだわりの雑貨などが並ぶ店内。製品には郡内のロー
マ字表記の「g」から鹿の角が生えているロゴマークが付いている。「lm（ルーメン）は
電気の明るさを表すものです。使ってくれる方の気持ちが少しでも明るくなってほしい
という思いから名付けました」と二菜さん。
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誰でも中に入って
見られます！

江戸時代から続いている
節分祭は“大神さん”と
呼ばれ親しまれているよ

散策コース

411

N

J R 中 央 本 線

J R 身 延 線

NTT 甲府支店西

甲府中央郵便局北

朝気 東小学校西

中央東中央 瑞泉寺入口

中央二丁目

NTT 甲府北

01

02
03

05

04

06 07
08

新宿駅へ

富士駅へ

甲　府　駅

金　手　駅

横近習大神宮

柳町大神宮

甲斐奈神社

瑞泉寺

五味醤油

甲府市総合市民会館

山
梨
中
央
銀
行

東
支
店

長禅寺

甲府カトリック
教会案内板

noho noho

Naomi Camp
旅するキッチン
〜〜

岡島百貨店

NTT 東日本
山梨支店

山梨中銀
金融資料館

城
東
通
り

（
旧
甲
州
街
道
）

城下町特有の
鍵の手状の
クランク

横近習町通り

青沼通り

ヘルシーで
優しい自然食♪♡♬
オムライスが
おいしい

ここでしか
買えないものも…

例大祭4月15日
神幸祭（おみゆきさん）
6月最終土曜日
大祓祭（おみそぎさん）

舞鶴城公園

印傳屋 上原勇七本店
印傳博物館

印　の山本

2階

松本駅へ

みそ造り教室も
開催している

甲斐奈通り

甲州金など、
お金の歴史が
学べるよ

0 1
甲
斐
奈
通
り
に
面
し
た
階
段
を
上
る

と
、新
し
く
改
築
さ
れ
た
拝
殿
が
迎
え

て
く
れ
る
。境
内
に
は
、健
康
守
護
社
、

商
売
繁
盛
社
、諸
願
成
就
社
な
ど
い
く

つ
も
の
末
社
が
あ
る
。

0 5

古
い
地
名
と
当
時
の
町
並
み
の
地
図

に
解
説
を
添
え
た
案
内
板
が
、道
端

に
あ
る
。古
い
地
名
か
ら
そ
の
地
の
歴

史
に
思
い
を
は
せ
れ
ば
、散
歩
に
も
一

層
の
風
情
が
感
じ
ら
れ
る
。

0 6
天
正
10（
1
5
8
2
）年
創
業
。遠
祖
・

上
原
勇
七
が
、鹿
革
に
漆
で
模
様
を
付

け
る
技
法
を
創
案
し
た
。こ
の
辺
り
は
甲

府
城
下
の
入
り
口
と
し
て
、江
戸
時
代
か

ら
繁
栄
し
て
い
た
。

甲
府

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会

甲
斐
奈
神
社

印
傳
屋 

上
原
勇
七

本
店

0 2
横
近
習
町
通
り
を
行
き
交
う
人
た
ち

を
眺
め
な
が
ら
ラ
ン
チ
が
楽
し
め
る
お

店
。
店
主
が
丁
寧
に
作
る
ご
は
ん
は
、

優
し
い
味
わ
い
。

印
傳
博
物
館

n
o
h
o
n
o
h
o

の
ほ
の
ほ

五
味
醤
油

地
域
の
歴
史
を

伝
え
る
案
内
板

0 8
創
業
明
治
元
年
の
老
舗
。米
こ
う
じ
と

麦
こ
う
じ
を
合
わ
せ
て
造
る
甲
州
み
そ

は
山
梨
特
有
の
も
の
。昔
な
が
ら
の
製

法
に
こ
だ
わ
り
、丹
精
込
め
て
手
作
り

し
た
み
そ
は
、滋
味
豊
か
な
味
わ
い
。

0 7
印
傳
屋
本
店
の
2
階
に
あ
る
博
物
館

は
、印
伝
の
歴
史
や
技
法
を
伝
え
る

資
料
や
、貴
重
な
作
品
を
数
多
く
収

蔵
、展
示
し
て
い
る
。印
伝
の
文
化
と

魅
力
を
深
く
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

横
近
習
大
神
宮

よ
こ
き
ん
じ
ゅ

0 3
大
正
時
代
に
建
て
ら
れ
た
教
会
は
、建

築
物
と
し
て
の
魅
力
も
あ
る
。
聖
堂

内
部
に
は
6
体
の
聖
像
が
あ
り
、人
々

の
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
、祈
り
の
場
と
し

て
常
に
開
放
さ
れ
て
い
る
。

0 4

毎
年
2
月
3
日
に
は
、柳
町
大
神
宮

と
と
も
に
節
分
祭
が
行
わ
れ
る
。江
戸

時
代
か
ら
続
く
こ
の
お
祭
り
は「
大
神

さ
ん
」と
呼
ば
れ
親
し
ま
れ
て
い
る
。

春
に
は
境
内
の
桜
も
美
し
い
。

金手駅付近を通る旧甲州街道には、

城下町特有の鍵の手状のクランクがあり、

この鍵の手が、金手（かねんて）の名の由来とされています。

江戸時代、多くの旅人たちがこの地を行き交い、

町は栄え、印伝の文化も広まっていきました。

そんな歴史の風情を感じながら、甲府の城下町をてくてくと…。

　甲府カトリック教会でお会いした司祭の白木信一さん
は「この辺りは外国籍の方も多く、いつでもお祈りができるよ
うに聖堂は24時間開放しています。誰でも自由にお入りい
ただけますので、この地を訪れた方にも教会に触れ、静か
なひとときを過ごしていただけたらと思っています」と優しく
語ってくれました。 だ

い
じ
ん

散策コース
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吉
祥
の
願
い
を
模
様
に
込
め
て
。

（右上から時計回りに）
花唐草／爪唐草／紗綾形／ぶどう／青海波
亀甲／波うろこ／とんぼ／小桜／ひょうたん

古
来
か
ら
親
し
ま
れ
て
い
た
古
典
柄
は
吉
祥
の
意
味
合
い
も
持
つ
。

厄
よ
け
と
し
て
武
具
な
ど
に
も
用
い
ら
れ
て
き
た
と
い
わ
れ
る「
亀
甲
」、

平
穏
な
暮
ら
し
が
続
く
こ
と
を
願
う「
青
海
波
」、

商
売
繁
昌
の
意
味
を
持
つ「
ひ
ょ
う
た
ん
」、勝
虫
と
も
呼
ば
れ
勝
負
事
に
縁
起
が
良
い「
と
ん
ぼ
」、

繁
栄
・
長
寿
の「
花
唐
草
」な
ど
、

自
然
界
や
四
季
の
美
し
さ
を
感
じ
取
る

日
本
人
の
美
意
識
を
象
徴
す
る
模
様
が
印
伝
の
伝
統
に
寄
り
添
い
続
け
て
き
た
。

か
つ
む
し

19 18
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