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誠
心
誠
意
、生
き
る

人
間
国
宝
・
大
澤
光
民
と
若
者
た
ち

　
重
要
無
形
文
化
財
保
持
者
（
い
わ
ゆ
る
「
人
間
国
宝
」）「
鋳
金
」
の
大
澤
光
民
さ
ん
は
、こ
の
秋
、傘
寿
を
迎
え
る
。
高
岡
で
鋳
物
に
携
わ
り
六
十
年
以
上
。

九
月
十
一
日
か
ら
十
四
年
ぶ
り
と
な
る
大
規
模
な
回
顧
展
「
大
澤
光
民
の
世
界―

人
間
国
宝
と
し
て
の
歩
み―

」
が
高
岡
市
美
術
館
に
て
開
催
さ
れ
る
。

　
大
澤
さ
ん
が
独
自
に
考
案
し
た
金
属
鋳
造
技
法
「
鋳
ぐ
る
み
」。鋳
型
に
あ
ら
か
じ
め
ス
テ
ン
レ
ス
線
や
銅
線
な
ど
金
属
線
を
釘
で
固
定
し
、
溶
け
た
金
属

を
注
ぎ
込
む
。伝
統
的
技
法
で
あ
る
「
焼
型
鋳
造
法
」
で
鋳
型
を
焼
き
上
げ
る
時
に
、打
ち
付
け
た
金
属
線
が
動
い
た
り
膨
張
し
た
り
金
属
の
種
類
に
よ
っ
て

地
金
に
溶
け
込
ん
だ
り
す
る
た
め
、象
嵌
と
は
違
っ
た
偶
然
の
文
様
を
創
り
出
す
。

　
若
い
人
た
ち
と
と
も
に
新
作
制
作
に
取
り
組
む
大
澤
さ
ん
を
訪
ね
た
。

大澤   光民
昭和16年　高岡市下伏間江に生まれる 。

昭和33年　富山県立職業補導所銅器科卒業、越井銅器製作所にて就業

昭和43年　高岡市特産産業技術者養成スクール第１期生、6年間学ぶ

昭和44年　独立して大澤美術鋳造所を創立

昭和52年　通商産業大臣「伝統工芸士(銅器焼型鋳造部門)」認定

昭和55年　鋳ぐるみ鋳造技法を考案

昭和58年　日本工芸会正会員

平成 7 年　高岡市伝統工芸産業技術保持者指定

平成16年　卓越技能賞「現代の名工」表彰

平成17年　重要無形文化財「鋳金」保持者認定

平成20年　高岡地域文化財等修理協会会長に就任、御車山修復の監修

平成25年　平成の御車山制作監修（平成30年完成）

日本伝統工芸展をはじめ日展、県展など入賞受賞多数、表彰多数

おおざわ     こうみん

本名 幸勝 (ゆきまさ）
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回顧展会期中の令和2年９月26日に、大澤さんは数え年80歳の傘寿を迎える。
鋳造後の鋳型から金属を取り出す「型ばらし」の作業では、今なお現役の様子を伺えた。

※1　【焼型(焼型鋳造法)】　粘土と和紙の繊維を調合した「真土（まね）」を用い鋳型を作り、約900℃で焼いた後、約400℃に冷ましてから熔解した金属を流し込む伝統的技法。
※2　【埴汁(はじる)】　粘土を水で溶いたもので、主に鋳型土などの結着材として使用される。

水
・
木
・
金
・
土
の
5
種
類
の
元
素
か
ら

な
る
と
い
う
説
）
か
ら
着
想
を
得
て
、
面

取
り
し
た
花
器
で
あ
る
。

　

鋳
型
の
制
作
工
程
を
の
ぞ
か
せ
て
も

ら
っ
た
。
原
型
を
外
し
た
鋳
型
に
埴
汁(※

2)

を
塗
っ
て
修
正
し
て
い
く
。「
早
く
埋

ま
っ
て
く
れ
よ
ー
」
と
唱
え
な
が
ら
筆
を

動
か
す
。
そ
の
優
し
い
言
葉
に
工
房
が
柔

ら
か
な
空
気
に
包
ま
れ
た
。

　

大
澤
さ
ん
は
モ
ノ
と
対
話
を
し
な
が
ら

制
作
を
進
め
て
い
る
と
い
う
。

　
「
焼
型
は
全
て
自
然
に
あ
る
も
の
を

使
っ
て
い
る
。
自
然
は
大
き
く
、
偉
大
な

も
の
。
作
業
を
し
て
い
る
と
、
人
間
に

と
っ
て
健
康
と
は
、
幸
せ
と
は
、
人
間
は

ど
こ
か
ら
来
て
、
ど
こ
へ
行
く
の
か
。
な

ど
い
ろ
い
ろ
と
考
え
る
。」

　

こ
れ
ま
で
の
鋳
ぐ
る
み
の
作
品
の
多
く

に
は
、
直
線
の
金
属
が
使
わ
れ
て
き
た
。

今
回
の
新
作
で
は
、
柔
ら
か
な
曲
線
の
鋳

ぐ
る
み
を
考
え
て
い
る
そ
う
だ
。

　
「
例
え
ば
、
ひ
ら
仮
名
を
入
れ
た
『
い

ろ
は
に
ほ
へ
と
花
器
』
の
よ
う
な
。
ほ
か

に
も
音
符
を
つ
け
れ
ば
、
歌
を
歌
い
た
く

な
る
花
器
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。」

新
し
い
自
分
、
新
し
い
作
品
と

対
話
す
る
。

　
「
自
然
、
幸
福
、
生
き
様
、
人
工
衛
星
、

宇
宙
、
南
極…

。」
科
学
者
か
哲
学
者
の

よ
う
な
不
思
議
な
言
葉
が
飛
び
出
し
て
く

る
。
こ
こ
は
、
人
間
国
宝
・
大
澤
光
民
さ

ん
の
工
房
。
伝
統
的
な
金
属
工
芸
技
法
で

あ
る
「
焼
型
」(※

１)

の
第
一
人
者
だ
。

　

こ
こ
２
年
ほ
ど
、
大
澤
さ
ん
は
体
調
を

崩
し
、
作
品
制
作
の
意
欲
も
湧
い
て
こ
な

か
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
ど
う
だ
ろ
う
、

工
房
の
中
で
佇
む
大
澤
さ
ん
は
、
輝
く
よ

う
な
目
で
新
作
の
鋳
型
を
見
て
い
る
。

　
「
私
が
変
わ
っ
た
こ
と
を
、
観
る
人
が

ど
れ
だ
け
感
じ
て
も
ら
え
る
だ
ろ
う
か
。

作
品
作
り
が
楽
し
い
。
観
る
人
も
そ
れ
を

感
じ
て
、
無
心
で
楽
し
ん
で
も
ら
い
た
い
。

大
澤
は
今
ま
で
な
い
も
の
を
作
っ
た
な
ー
、

な
ん
て
見
て
も
ら
い
た
い
。」

　

新
作
の
原
型
は
、
こ
れ
ま
で
制
作
し
て

き
た
花
器
で
は
見
ら
れ
な
い
特
徴
的
な
形

を
し
て
い
る
。
四
方
八
方
（
東
・
西
・
南
・

北
・
北
東
・
北
西
・
南
東
・
南
西
、
あ
ら

ゆ
る
方
向
、地
球
）、五
行
説
（
万
物
は
火
・

新作の原型。多様な面の形が、花器の表情を作る。

焼型鋳造法の鋳型。「寄せ」という部分的な鋳型を組み
合わせることで複雑な形状を再現できるため、古くか
ら仏像や人物の銅像などの製造に用いられる。

鋳型の
中は

空
洞

原
型
か

ら
金属に

生
ま
れ
か

わ
った作品
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※3　【平成の御車山制作事業】　平成を生きる職人たちが「ものづくりのまち高岡」の技術力を形にするために最高の「技」を集結させ御車山を制作した事業。制作にあたっては市民による寄付
　　  など、市民の「心」が集まった。現在は高岡御車山会館（高岡市守山町47-1）に展示されている。

大
澤
さ
ん
の
想
像
は
膨
ら
む
。

　
「
今
回
の
回
顧
展
が
実
現
し
た
の
も
、

不
思
議
な
ご
縁
で
。
自
分
は
「
縁
」
と
い

う
言
葉
が
大
好
き
で
、
今
ま
で
知
ら
な

か
っ
た
人
、
事
を
知
る
こ
と
で
、
自
分
に

広
が
り
が
生
ま
れ
る
。」

　

回
顧
展
で
は
、
大
澤
さ
ん
が
監
修
を
務

め
2
0
1
8
年
に
5
年
の
歳
月
を
か
け
て

完
成
し
た
「
平
成
の
御
車
山
」(※

3)

の
制

作
に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ
る
。

　
「
平
成
の
御
車
山
、
職
人
た
ち
の
仕
事
の

監
修
を
担
当
し
た
。
本
来
私
が
監
修
さ
れ

る
立
場
で
あ
る
が…

。
職
人
は
一
匹
狼
。

ま
と
め
る
こ
と
は
難
し
く
、
木
工
、
漆
な

ど
は
鋳
物
と
は
違
う
分
野
。
教
え
て
も
ら

う
立
場
で
あ
っ
た
。い
い
勉
強
に
な
っ
た
。」

ま
ご
こ
ろ
を
持
っ
て
、

た
だ
ひ
た
す
ら
に
。

　

一
つ
新
し
い
こ
と
を
学
ぶ
と
、
ド
キ
ド

キ
す
る
と
い
う
。
大
澤
さ
ん
の
こ
の
思
考

は
ど
こ
か
ら
来
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
人
間
国
宝
の
香
取
正
彦
先
生(

写
真
下
注
釈)

の
梵
鐘
の
研
修
会
（
昭
和
57
〜
60
年
に
開

催
）
に
参
加
し
た
。
そ
の
時
、
香
取
先
生

は
『
人
間
の
心
を
一
つ
に
し
な
け
れ
ば
、

い
い
も
の
は
作
れ
な
い
の
だ
よ
』
と
お
っ

し
ゃ
っ
た
。
命
が
け
で
す
る
仕
事
だ
か
ら
、

そ
の
時
を
精
一
杯
、
ま
ご
こ
ろ
を
持
っ
て

生
き
る
。
生
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、

世
の
た
め
、
人
の
た
め
に
生
き
る
、
そ
の

よ
う
な
気
持
ち
で
い
る
。」

　

大
澤
さ
ん
が
鋳
型
に
語
り
か
け
触
る
そ

の
動
き
に
も
、生
き
方
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　
「
悪
い
気
持
ち
を
持
た
な
い
こ
と
。
人

間
は
ま
っ
す
ぐ
に
生
き
る
だ
け
。
ま
っ
す

ぐ
に
純
粋
に
。
私
は
美
を
求
め
て
い
る
。

美
の
捉
え
方
は
人
そ
れ
ぞ
れ
。
私
は
た
だ

ひ
た
す
ら
に
、
無
心
に
生
き
る
。」

　

高
岡
は
銅
器
の
ま
ち
。
高
岡
銅
器

4
0
0
余
年
の
長
い
歴
史
の
中
で
、
大
澤

さ
ん
も
生
き
て
き
た
。

　
「
弥
生
時
代
に
は
銅
鐸
が
出
現
し
て
い
る
。

何
千
年
の
昔
に
鋳
物
で
銅
鐸
が
出
来
た
こ

と
に
感
動
を
覚
え
る
。
縁
あ
っ
て
私
は
鋳

物
の
人
生
を
歩
み
、
そ
の
限
界
に
挑
戦
し

て
き
た
。
高
岡
で
も
新
し
い
人
、
知
恵
の

あ
る
人
が
出
て
く
る
だ
ろ
う
。
そ
の
人
た
ち

が
感
動
を
生
み
出
す
だ
ろ
う
。
感
動
す
る
も

の
が
生
き
残
っ
て
い
く
し
、
生
き
て
い
く
こ

と
と
は
感
動
す
る
こ
と
だ
と
思
う
。」

　

2
0
2
0
年
は
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
猛

威
を
振
る
っ
て
い
る
。
不
確
実
性
が
深
ま

り
、
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
を
あ
ら
た
め

て
考
え
る
状
況
に
な
っ
た
今
、
大
澤
さ
ん

は
こ
の
世
の
中
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
コ
ロ
ナ
の
中
で
は
、
人
は
一
人
で
は

生
き
て
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ

て
き
た
。
そ
も
そ
も
人
が
い
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
て
は
何
も
す
る
こ
と
が
無
く
な
る
。

ゆ
っ
た
り
と
し
た
気
持
ち
を
も
っ
て
生
き

て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
も
人
間
に

は
生
き
て
い
く
免
疫
が
あ
る
。
こ
れ
か
ら

の
時
代
は
、
今
ま
で
と
違
っ
た
考
え
を
持

た
な
け
れ
ば
、
生
き
に
く
い
世
の
中
に

な
っ
た
。
私
が
若
か
っ
た
ら
、
ど
の
よ
う

に
生
き
た
だ
ろ
う
か
。
一
人
一
人
が
漠
然

と
生
き
る
時
代
は
終
わ
り
、
真
剣
に
考
え

る
時
代
が
来
た
。
今
の
世
の
中
は
、
勉
強

し
よ
う
と
思
え
ば
、
い
つ
ど
こ
で
も
で
き

る
。
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
何
で
も
出

来
る
時
代
が
来
た
の
だ
。」

鋳
物
が
若
い
人
た
ち
と
結
び
つ
け
る

　

今
回
の
新
作
制
作
に
は
、
若
い
人
た
ち

が
大
澤
さ
ん
の
手
伝
い
を
し
て
い
る
。
そ

の
一
人
、
新
田
翔
さ
ん
は
こ
れ
ま
で
数
年
、

大
澤
さ
ん
の
下
で
技
術
を
学
び
、
制
作
の

手
伝
い
を
し
て
い
る
。
新
作
の
原
型
は
大

澤
さ
ん
が
デ
ザ
イ
ン
し
新
田
さ
ん
が
３
D

プ
リ
ン
タ
ー
で
制
作
し
た
も
の
だ
。

香取正彦 (かとりまさひこ) 1899～1988・工芸家・平和を祈願する梵鐘づくりで
知られる鋳金家。重要無形文化財保持者(人間国宝)。鋳金家香取秀真の長男とし
て東京小石川区に生まれる。東京美術学校鋳造科を卒業。戦時下に多くの鐘が金
属供出のため破壊されたことに衝撃を受け、1950年より父秀真と共に平和を祈願
する梵鐘づくりを始め、「広島平和の鐘」など150鐘を越す鐘を制作した。

夏場なら室温50度に達するという鋳物場。この日も煙と作業の熱気に包まれていた。
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手伝いのメンバーは平日はそれぞれの仕事を終えた後、大澤さんの工房に駆けつける。創作の時間を共有する貴重な経験だ。

新田 翔（にった しょう）
金沢美術工芸大学工芸科卒業。
株式会社小泉製作所鋳造部主任。
平成23年度高岡市伝統的工芸品
技術・技法継承者育成事業におい
て大澤さんから技術継承を受けた。

小畑 公未子（こばた きみこ）
金沢美術工芸大学美術工芸学部
鋳金専攻卒業。富山県子どもみらい
館主任専門員。第 7 回佐野ルネッサ
ンス鋳金展入選、藝文京展入選等。

　
「
回
顧
展
が
あ
る
か
ら
、
手
伝
っ
て
欲

し
い
と
先
生
か
ら
連
絡
が
あ
っ
た
。
先
生

と
一
緒
に
制
作
を
し
て
い
て
思
う
の
は
、

手
を
抜
か
ず
、
誠
心
誠
意
作
っ
て
い
る
。

そ
れ
が
作
品
の
完
成
度
を
高
め
て
い
る
。

今
回
の
回
顧
展
で
は
、
初
期
の
作
品
か
ら

展
示
さ
れ
る
か
ら
、
先
生
の
歩
ん
で
き
た

道
が
見
え
て
く
る
と
思
う
。」

　

新
田
さ
ん
は
、
市
内
の
鋳
物
工
場
に
勤

め
て
い
る
。
今
後
、
ど
の
よ
う
に
金
属
工

芸
に
向
き
合
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
何
か
を
作
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

る
。
私
が
興
味
の
あ
る
の
は
、
新
し
い
技

術
は
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
、
鋳
物
と
ど

ん
な
新
し
い
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う

こ
と
。
3
D
プ
リ
ン
タ
ー
を
使
っ
た
り
。」

　

新
田
さ
ん
の
他
に
も
、
金
属
や
鋳
物
を

背
景
に
持
つ
若
者
た
ち
が
大
澤
さ
ん
を
手

伝
っ
て
い
る
。
小
畑
公
未
子
さ
ん
も
そ
の

一
人
だ
。　

　
「
私
た
ち
の
ほ
か
に
も
、
数
名
が
先
生

を
手
伝
っ
て
い
る
。
新
田
さ
ん
を
含
め
私

た
ち
は
、
金
屋
町
に
あ
る
『
金
属
工
芸
工

房
か
ん
か
』
に
所
属
し
て
い
て
活
動
し
て

い
る
。
今
回
の
回
顧
展
の
話
も
、
先
生
の

作
品
の
仕
上
げ
を
担
当
す
る
浦
島
俊
秀
さ

ん
か
ら
お
話
が
あ
っ
た
。『
か
ん
か
』
に

は
鋳
物
経
験
者
も
多
く
、
先
生
の
お
手
伝

い
が
で
き
る
と
思
っ
た
。
先
生
の
作
品
の

美
し
さ
は
も
ち
ろ
ん
、
制
作
工
程
で
の
鋳

型
の
美
し
さ
に
驚
く
。
先
生
に
と
っ
て
砂

な
ど
の
素
材
、
道
具
が
全
て
愛
お
し
い
の

だ
と
思
う
。
回
顧
展
で
は
、
そ
の
時
代
時

代
の
中
で
、
先
生
が
見
つ
け
た
こ
と
が
表

現
さ
れ
て
い
る
。
作
品
を
通
し
て
そ
の
過

程
を
見
て
い
る
と
、
い
ろ
い
ろ
な
発
見
が

あ
る
。
私
も
何
か
発
見
で
き
る
と
い
い
な

と
思
っ
て
い
る
。
焼
型
は
、
廃
棄
物
が
ほ

と
ん
ど
出
ず
、
循
環
で
き
る
素
晴
ら
し
い

鋳
物
技
法
。
作
っ
て
は
崩
し
て
い
く
こ
と

を
や
っ
て
い
き
た
い
。」



作業を手伝ってきた若い人たちも一同に集い、型ばらし
後の鋳型の中を全員で確認する。この笑顔の先にあるも
のを、回顧展では楽しみにしたい。

取材期間は７月から８月。鋳型づくりから鋳込みまでの作業を追った。

小嵐 未仁（こあらし みに）
金沢美術工芸大学工芸科鋳金専攻
卒業。容器メーカーに勤務。休日を
利用し、主に蝋原型による鋳物を
制作。

　

小
嵐
未
仁
さ
ん
も
大
学
で
鋳
物
を
専
攻

し
て
い
た
。

　
「
鋳
物
の
工
程
は
、
鋳
型
と
い
う
最
後

に
は
作
品
と
し
て
残
ら
な
い
も
の
に
時
間

を
か
け
て
い
く
。
今
回
お
手
伝
い
を
し
て

い
て
、
他
の
工
芸
と
は
違
っ
た
鋳
物
の
魅

力
を
あ
ら
た
め
て
感
じ
て
い
る
。
先
生
は

目
を
キ
ラ
キ
ラ
さ
せ
て
、
こ
れ
か
ら
の
話
、

未
来
の
話
を
す
る
。
回
顧
展
で
は
そ
ん
な

先
生
の
人
柄
に
触
れ
て
ほ
し
い
。
鋳
物
の

ま
ち
高
岡
で
あ
れ
ば
、
別
に
仕
事
を
し
な

が
ら
で
も
、
鋳
物
に
携
わ
る
こ
と
が
で
き

る
。
人
間
国
宝
の
下
で
お
手
伝
い
が
で
き

る
こ
と
は
、
貴
重
だ
と
思
う
。」

　

若
い
人
た
ち
も
先
生
の
技
術
・
技
法
は

も
ち
ろ
ん
、
人
柄
に
魅
力
を
感
じ
て
い
る

よ
う
だ
。
大
澤
さ
ん
は
若
い
人
た
ち
に
向

か
っ
て
言
う
。

　
「
新
し
い
人
は
、
新
し
い
知
識
を
持
っ

て
い
る
。
私
の
知
識
を
吸
収
し
て
欲
し
い
、

そ
し
て
新
し
い
人
が
、
他
の
人
に
も
伝
え

て
い
っ
て
欲
し
い
。」

　

大
澤
さ
ん
の
優
し
い
語
り
口
と
、
時
々

の
ぞ
か
せ
る
ユ
ー
モ
ア
に
、
工
房
で
は
笑

い
が
絶
え
な
い
。
だ
か
ら
自
然
と
鋳
物
を

志
す
人
が
集
ま
っ
て
く
る
の
だ
ろ
う
。
半

世
紀
以
上
に
わ
た
り
獲
得
し
て
き
た
大
澤

さ
ん
の
技
、
そ
の
承
継
は
、
こ
れ
か
ら
始

ま
っ
た
ば
か
り
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
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大澤さんの手から小畑さんの手に「寄せ」が託される。
そこに大澤さんの思いと精神が宿っているように感じた。



回顧展の開催内容は次のページへ！

《鋳ぐるみ鋳銅皿「宙」》
平成16(2004)年　径40cm　高5cm
第59回富山県展
『人間国宝大澤光民の全貌展-鋳金の技と
美』図録56ページ掲載

7

人
間
・
大
澤
光
民

　
大
澤
光
民
さ
ん
は
高
岡
を
代
表
す
る
金

工
作
家
、
富
山
県
唯
一
の
人
間
国
宝
。
傘

寿
と
い
う
慶
事
を
迎
え
、
記
念
と
な
る
年

に
何
か
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
た
。
大
澤

さ
ん
は
謙
虚
な
方
で
、
作
品
を
並
べ
る
だ

け
の
展
覧
会
を
最
初
は
辞
退
さ
れ
た
が
、

総
合
的
に
高
岡
の
伝
統
工
芸
全
体
を
牽
引

さ
れ
て
き
た
方
な
の
で
、
例
え
ば
「
平
成

の
御
車
山
」
の
こ
と
も
含
め
て
企
画
で
き

れ
ば
、
と
提
案
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
仕

事
を
通
じ
て
社
会
に
対
し
て
何
が
自
分
に

で
き
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
常
に
考

え
て
い
る
大
澤
さ
ん
。「
人
間
・
大
澤
光

民
」
を
観
て
い
た
だ
け
る
展
覧
会
に
し
た

い
と
考
え
て
い
る
。

今
の
人
が
学
ぶ
べ
き

生
き
方
・
考
え
方

　
人
間
国
宝
の
よ
う
な
地
位
に
あ
る
方
は

立
場
上
、
感
動
し
た
姿
を
ス
ト
レ
ー
ト
に

見
せ
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
大
澤
さ
ん

は
素
直
に
面
白
い
話
に
は
興
味
を
持
ち
、

探
求
熱
心
で
、
心
が
動
い
た
こ
と
を
素
直

に
表
現
で
き
る
人
。
私
は
研
究
者
と
し
て

本
モ
ノ
の
銅
鐸
に
触
れ
る
中
で
、
長
い
間

に
培
わ
れ
た
も
の
づ
く
り
の
技
の
凄
さ
と

と
も
に
、
弥
生
時
代
の
人
が
初
め
て
金
属

に
出
会
っ
た
衝
撃
、
そ
の
感
性
の
原
点
に

思
い
を
馳
せ
る
。
そ
ん
な
話
を
す
る
と
大

澤
さ
ん
は
「
そ
う
な
の
か
ー
」
と
深
い
確

信
を
も
っ
て
頷
く
。
私
の
研
究
で
は
、
ゼ

ロ
の
中
か
ら
本
質
を
科
学
的
手
法
で
導
き

だ
す
。
ゼ
ロ
か
ら
モ
ノ
を
創
り
出
す
と
い

う
点
で
は
大
澤
さ
ん
と
あ
る
種
の
波
長
が

合
う
と
こ
ろ
が
あ
り
、
お
互
い
わ
か
り
合

え
る
部
分
が
あ
る
の
だ
と
思
う
。

　
ネ
ッ
ト
社
会
に
生
き
る
現
代
の
我
々
は

画
像
を
見
た
だ
け
で
理
解
し
た
つ
も
り
で

い
る
。
ま
た
、
何
で
も
教
え
て
も
ら
う
こ

と
に
慣
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
実
際
に

は
何
も
理
解
し
て
い
な
い
。「
焼
型
」、

そ
し
て
「
鋳
ぐ
る
み
」
は
大
変
忍
耐
の
い

る
仕
事
で
あ
る
。
大
澤
さ
ん
も
最
初
は

も
っ
と
思
い
通
り
で
き
る
と
思
っ
て
い
た

の
で
は
な
い
か
。
文
様
と
し
て
金
属
を
入

れ
る
の
で
あ
れ
ば
象
嵌
で
も
作
れ
る
。
金

属
は
熱
に
よ
る
膨
張
率
が
違
う
た
め
、
最

初
は
相
当
戸
惑
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
し

か
し
あ
る
時
、
そ
こ
に
味
が
あ
る
こ
と
に

気
づ
い
て
か
ら
居
直
っ
た
。
失
敗
も「
是
」

と
す
る
も
の
づ
く
り
。
数
々
の
失
敗
を
し

な
が
ら
そ
の
技
術
に
到
達
し
た
大
澤
さ
ん

か
ら
は
学
ぶ
こ
と
は
多
い
の
で
は
な
い
か
。

　
大
澤
さ
ん
の
印
象
的
な
作
品
は
、
例
え

ば
《
鋳
ぐ
る
み
鋳
銅
皿
「
宙
」》（
写
真
左
）。

彫
刻
家
で
あ
る
私
の
父
・
村
上
炳
人
の
作

品
に
も
「
宙
」
と
い
う
作
品
が
あ
り
、
宇

宙
と
い
う
言
葉
は
私
の
中
に
も
あ
る
。

　
こ
の
作
品
か
ら
は
音
が
聞
こ
え
る
。宇
宙

創
生
の
ビ
ッ
グ
バ
ン
の
爆
音
。大
澤
さ
ん
は

自
然
界
の
見
え
な
い
も
の
、聞
こ
え
な
い
も

の
を
作
品
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
人
で
あ
る
。

工
芸
の
こ
れ
か
ら

　
も
の
づ
く
り
は
、も
と
も
と
人
の
手
に

よ
る
も
の
。明
治
期
以
降
、富
国
強
兵
、

殖
産
興
業
を
旗
印
に
工
業
化
が
進
み
、規

格
品
の
大
量
生
産
化
の
た
め
の
競
争
が
生

ま
れ
、捨
て
ら
れ
て
き
た
も
の
が
沢
山
あ
る
。

現
代
の
工
業
化
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
し

ま
っ
た
の
が
工
芸
。工
芸
の
未
来
を
占
う

の
は
難
し
い
が
、イ
ン
バ
ウ
ン
ド
や
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
と
浮
か
れ
て
い
た
社
会
が
コ
ロ

ナ
禍
に
よ
っ
て
大
き
く
変
わ
っ
た
。工
芸

は
見
直
さ
れ
る
チ
ャ
ン
ス
で
あ
り
、工
芸

技
術
が
生
か
さ
れ
る
社
会
に
し
て
い
く
こ

と
が
大
事
で
あ
る
だ
ろ
う
。
大
澤
さ
ん
の

作
品
を
観
る
こ
と
で
そ
の
可
能
性
を
探
り

た
い
。

　　
大
澤
さ
ん
に
は
、
こ
れ
か
ら
は
自
由
に

楽
し
ん
で
く
だ
さ
い
、
と
申
し
上
げ
た
い
。

２
年
前
に
大
澤
さ
ん
は
体
調
を
崩
し
た
が
、

回
顧
展
を
機
に
甦
っ
て
く
れ
る
も
の
と

願
っ
て
い
た
。
作
り
た
く
て
も
作
れ
な
い

苛
立
ち
、
葛
藤
が
あ
っ
た
と
思
う
。
先
日

大
澤
さ
ん
は
、
に
こ
や
か
に
「
生
ま
れ
変

わ
っ
た
私
を
見
て
欲
し
い
」
と
。
今
回
の

回
顧
展
か
ら
ま
た
新
し
い
歴
史
が
刻
ま
れ

る
こ
と
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
。

村上　隆
むらかみ 　   りゅう

1953年(昭和28年) 京都生。京都大学工学部
卒業、同大学院工学研究科修了。東京藝術大学

大学院美術研究科修了。学術博士。奈良文化財研究所
上席研究員、京都国立博物館学芸部長、京都美術工芸大学

副学長を歴任。2012年4月から高岡市美術館館長（～現在）。
2020年4月から光産業創成大学院大学客員教授。

専門は、歴史材料科学、文化財学、博物館学。
著書に、「金・銀・銅の日本史」、「金工技術」等。

村上館長に聞く高岡市美術館
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人
間
国
宝
認
定
後
、10
年
余
り
の
軌
跡
を
含
め
た
初
め
て
の
回
顧
展

高岡市デザイン・工芸センター 
ニュースレター vol.6
令和２年 9月発行

高岡市デザイン・工芸センター
〒939-1119 富山県高岡市オフィスパーク 5  
TEL   0766-62-0520 　FAX   0766-62-0521
WEB    https://www.suncenter.co.jp/takaoka/ 
E-mail    tdcc@suncenter.co.jp
◉ 休館日　月曜・祝日・年末年始
◉ 開館時間　9時～17時

取材編集・発行

傘
寿

記
念
　

チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
テ
レ
ビ

開
局
30
周
年
記
念
　

大
澤
光
民
の
世
界
　

写真

令和２年 ９月11日(金）ー１０月１８日（日）
会場   高岡市美術館（高岡市中川1-1-30)
〔開館時間〕　 9:30 - 17:00  (入館は16:30まで）
〔休  館  日〕　 月曜日  ※ただし9月21日(月・祝）、22日(火・祝)は開館、23日(水)は休館
〔観  覧  料〕　 一般1000円  (前売・団体・シニア800円) ／
　　　　　　 高校・大学生500円 (団体400円)／中学生以下無料

　　　　　① 記念講演会「大澤光民氏と村上隆館長による対談」
　　　　　　 日時：9月26日 (土) 午後2時～3時30分　会場：地階ビトークホール

　　　　　② 担当学芸員が語る「大澤光民の世界」
　　　　　　 日時：10月10日(土) 午後2時～3時　会場：地階ビトークホール
　　　　　 〔申込み〕9月11日より受付開始　いずれも電話先着順30名   ( 美術館  ☎0766-20-1177)

　
人
間
国
宝
と
し
て
の
歩
み
　

鋳ぐるみ花器「宙擁」2015年

詳細は高岡市美術館ホームページをご覧ください。　https://www.e-tam.info/

関連行事　

事前申込制
聴講無料

主催・大澤光民の世界展実行委員会〔高岡市美術館(公益財団法人高岡市民文化振興事業団)、チューリップテレビ〕

　県西部地域の産業界と行政で組織する公益財団法人高岡地域地場

産業センター（愛称:ZIBA「じーば」）が、令和2年10月3日「御旅屋セリオ」

２階に移転オープンします。地域の伝統的工芸品を展示販売するほ

か、制作体験ができる施設も設置されます。

◉ 講演会　10月3日(土)
◉ 体験会　10月3日(土)、4日(日)  各種工芸体験の実施

◉ 連絡先／最新情報掲載先
▶ 高岡地域地場産業センター  ☎0766-25-8283
　 HP　https://www.takaokajibasan.or.jp/archives/2970
▶ 高岡市(産業企画課）  ☎0766-20-1285
　 Twitter　https://twitter.com/takaokacity/ 
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　３ 高岡地域地場産業センター  移転オープン
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