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門
も
叩
か
ず 

 
 

 
 

 

 

「
二
年
生
に
な
っ
た
ら
ね
」
と
、
上
級
生
は
、
お
い
し
い
も
の
を
お
裾
分

け
す
る
よ
う
な
口
調
で
言
っ
た
。
七
十
余
年
も
前
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
時

の
私
は
東
京
女
子
大
学
国
語
専
攻
部
予
科
生
。
名
前
は
女
子
大
学
だ
が
、
当

時
の
日
本
で
は
女
子
の
大
学
の
設
置
そ
の
も
の
す
ら
認
め
ら
れ
て
は
い
な

か
っ
た
。 

 

そ
れ
で
も
敢
え
て
高
等
学
部
か
ら
大
学
部
へ
の
コ
ー
ス
が
こ
こ
で
は
作

ら
れ
て
お
り
、
僅
か
な
が
ら
大
学
部
の
学
生
も
い
た
が
、
併
設
さ
れ
て
い
た

専
門
課
程
（
国
語
・
英
語
・
数
学
）
に
学
ぶ
人
々
が
中
心
を
占
め
て
お
り
、

私
も
そ
の
一
人
だ
っ
た
。 

 

入
っ
た
も
の
の
何
を
ど
う
勉
強
す
る
の
か
も
解
ら
な
い
私
に
、
上
級
生
は

や
さ
し
か
っ
た
。
彼
女
の
説
に
よ
る
と
、
本
科
二
年
に
な
る
と
、
I
先
生

の
『
源
氏
物
語
』
の
講
読
が
あ
る
の
だ
そ
う
だ
。
も
ち
ろ
ん
予
習
も
し
て
い

か
ね
ば
な
ら
ず
、
指
名
さ
れ
れ
ば
原
文
を
読
み
あ
げ
、
ひ
と
通
り
の
通
釈
も

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
そ
の
後
に
I
先
生
の
御
講
義
が
あ
り
、
さ
ら

に
続
け
ら
れ
る
解
釈
、
鑑
賞
が
絶
妙
な
の
だ
と
い
う
。 

「
む
ず
か
し
い
古
典
だ
け
れ
ど
、
先
生
の
お
話
は
物
語
の
愛
の
世
界
の
機
微

に
触
れ
て
『
源
氏
』
っ
て
こ
ん
な
に
お
も
し
ろ
く
て
す
ば
ら
し
い
も
の
な
の

か
と
、
解
ら
せ
て
く
だ
さ
る
の
よ
」 

 

国
専
に
入
っ
て
よ
か
っ
た
と
思
う
の
は
こ
の
時
、
と
言
い
な
が
ら
、
上
級

生
は
、「
そ
れ
に
は
『
湖
月
抄
』
く
ら
い
は
用
意
し
て
お
か
な
く
ち
ゃ
ね
」

と
付
け
足
し
た
。 

 

で
は
早
速
、
と
『
湖
月
抄
』
を
買
い
こ
み
、
そ
の
日
を
待
っ
た
が
、
あ
あ
、

な
ん
と
、『
源
氏
』
の
御
担
当
は
I
先
生
で
は
な
か
っ
た
。
退
職
さ
れ
た
わ

け
で
も
な
い
の
だ
が
、
時
間
割
の
都
合
か
ら
か
、
N
先
生
の
御
講
義
を
伺

う
こ
と
に
な
っ
た
。
い
さ
さ
か
が
っ
く
り
、
し
か
も
い
ざ
始
ま
る
と
N
先

生
は
一
字
一
句
を
大
切
に
な
さ
る
方
な
の
で
、
一
時
間
に
数
行
し
か
進
ま
な

い
。
一
年
か
か
っ
て
読
み
あ
げ
た
の
は
、
五
十
四
帖
の
う
ち
の
、
ほ
ん
の
数

帖
。
か
な
り
う
ん
ざ
り
し
た
こ
と
が
『
源
氏
』
離
れ
の
き
っ
か
け
に
な
り
、

卒
業
す
る
時
『
湖
月
抄
』
は
さ
ば
さ
ば
と
同
窓
会
に
置
い
て
き
た
。
戦
争
中

で
も
あ
り
、
古
典
関
係
の
図
書
は
手
に
入
り
に
く
い
状
態
だ
っ
た
か
ら
感
謝

は
さ
れ
た
が
、
貰
い
う
け
た
後
輩
は
、「
あ
ら
、
こ
の
先
輩
勉
強
不
足
。
書

き
入
れ
も
あ
ま
り
し
て
い
な
い
」
と
呆
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。 

 

し
か
し
N
先
生
の
緻
密
な
御
講
義
は
実
は
有
難
い
も
の
だ
っ
た
。
数
年

後
思
い
た
っ
て
家
に
あ
っ
た
『
源
氏
』（
古
い
古
典
全
集
で
良
質
な
テ
キ
ス

ト
で
は
な
か
っ
た
が
）
を
手
に
取
っ
て
み
た
ら
、
な
ん
と
楽
に
読
め
る
で
は

な
い
か
。
N
先
生
に
改
め
て
感
謝
申
し
あ
げ
た
の
は
こ
の
時
だ
っ
た
。 

 

が
、
読
め
た
と
い
う
こ
と
は
、
直
ち
に
理
解
に
は
繫
が
ら
な
い
。
ま
し
て

や
、
最
初
か
ら
心
を
震
わ
せ
る
ほ
ど
の
感
動
を
与
え
ら
れ
る
の
は
稀
な
の
で

は
な
い
か
。
私
の
理
解
力
も
足
り
ず
、
な
ん
と
な
く
読
み
終
っ
た
だ
け
に
過

ぎ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
以
来
、
少
し
ず
つ
ひ
ね
く
れ
た
見
方
を
す

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
私
の
性
の
な
せ
る
わ
ざ
か
。 

 

例
え
ば
、
気
に
な
っ
た
の
は
「
い
と
あ
は
れ
な
り
」
の
多
す
ぎ
た
こ
と
。

時
に
は
別
の
言
い
方
が
で
き
な
い
も
の
か
、
な
ど
と
心
中
文
句
を
つ
け
た
り
。

ま
た
い
か
に
も
「
無
常
の
世
界
を
こ
ん
な
に
理
解
し
て
い
ま
す
よ
」
と
言
い

た
げ
な
才
女
ぶ
り
に
顔
を
し
か
め
た
り
。『
源
氏
』『
源
氏
』
と
も
て
は
や
さ

れ
る
声
が
昂
ま
る
時
で
も
あ
っ
た
の
で
、
か
え
っ
て
頑
な
に
な
っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
。 

多
分
そ
れ
は
当
時
の
貴
族
た
ち
の
日
記
に
興
味
を
持
ち
は
じ
め
た
頃
だ
っ
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た
か
と
思
う
。
彼
ら
の
権
謀
術
数
の
裏
表
が
解
っ
て
く
る
と
、
殺
し
あ
い
こ

そ
無
か
っ
た
が
、
そ
れ
だ
け
に
手
が
込
ん
で
い
て
、
い
わ
ゆ
る
『
源
氏
』
風

の
王
朝
絵
巻
と
は
全
く
異
質
な
、
優
雅
な
る
冷
酷
に
満
ち
た
世
界
が
そ
こ
に

は
あ
っ
た
。 

『
源
氏
』
に
そ
れ
を
書
け
と
望
む
の
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
『
源
氏
』

へ
の
賛
歌
が
、
当
時
の
現
実
を
見
据
え
る
力
を
薄
め
た
の
で
は
な
い
か
、
な

ど
と
勝
手
な
こ
と
も
考
え
た
。
そ
の
こ
ろ
だ
ろ
う
か
、
臆
面
も
な
く
奇
説
、

珍
説
を
思
い
つ
い
た
り
、
語
っ
た
り
も
し
た
。例
え
ば「
い
と
あ
は
れ
な
り
」

が
や
た
ら
に
出
て
く
る
の
は
、
彼
女
が
か
な
り
の
近
眼
だ
っ
た
か
ら
で
は
な

い
の
か
、
な
ど
と
。
彼
女
に
は
、
し
っ
か
り
も
の
を
見
定
め
る
視
力
が
な
か

っ
た
。
こ
れ
に
比
べ
る
と
清
少
納
言
は
視
力
二
・
〇
か
。
鳥
の
眼
の
動
き
ま

で
捉
え
て
い
る
…
… 

し
か
し
、
あ
る
と
き
、
は
っ
と
気
づ
か
さ
れ
た
。 

女
子
大
の
こ
ろ
、
親
友
の
一
人
は
近
視
だ
っ
た
が
、
歩
い
て
い
て
向
う
か
ら

す
て
き
な
人（
主
に
男
性
）が
来
る
と
、眼
鏡
を
わ
ざ
と
外
す
の
だ
と
い
う
。 

「
そ
う
す
る
と
、
も
っ
と
す
て
き
に
見
え
る
の
や
わ
」
と
彼
女
は
言
う
。
当

時
視
力
一
・
五
だ
っ
た
私
は
、
彼
女
が
自
在
に
二
つ
の
世
界
を
使
い
わ
け
る

こ
と
に
感
嘆
し
た
。
そ
し
て
今
に
な
っ
て
気
が
つ
い
た
。
彼
女
は
、
そ
の
と

き
、
紫
式
部
の
「
い
と
あ
は
れ
な
り
」
を
身
体
で
実
感
し
た
に
違
い
な
い
、

と
。 

「
い
と
あ
は
れ
な
り
」
は
平
板
な
、
突
込
み
の
足
り
な
い
表
現
で
は
な
い
。

感
動
を
体
全
体
で
受
け
と
め
、
式
部
独
自
の
美
意
識
を
、
わ
ざ
と
覚
束
な
げ

な
言
葉
に
託
し
て
書
き
残
し
た
の
で
は
な
い
か
。 

ふ
と
『
湖
月
抄
』
が
思
い
出
さ
れ
た
。
読
み
返
す
べ
き
な
の
に
、
と
思
っ
た

折
も
折
、
別
の
友
達
か
ら
手
紙
が
来
た
。『
湖
月
抄
』
を
読
了
し
ま
し
た
、

と
。
八
十
の
半
ば
を
過
ぎ
て
こ
の
す
ば
ら
し
さ
よ
。
私
は
結
局
『
源
氏
』
の

周
辺
を
う
ろ
つ
く
だ
け
で
、
そ
の
門
も
叩
い
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。 

   

薄
様
刷
特
製
本
『
湖
月
抄
』 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

日
本
文
学
科 

教
授 

高
田
信
敬 

『源
氏
物
語
』享
受
史
上
最
も
広
く
読
ま
れ
、
深
甚
の
影
響
を
与
え
た
書
物
は
、
北
村
季
吟
（一
六
二

四
～
一
七
〇
五
）の
『湖
月
抄
』で
あ
ろ
う
。
延
宝
元
年
（一
六
七
三
）よ
り
幕
末
明
治
に
至
る
ま
で
出
版

し
続
け
ら
れ
、
至
極
あ
り
ふ
れ
た
書
物
、
と
見
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
通
常
過
眼
に
及
ぶ
も
の
は
、
葵
巻

の
注
に
埋
木
の
施
さ
れ
た
次
印
本
（１
）
で
あ
り
、
未
修
正
の
先
行
刊
本
ー
こ
れ
と
て
真
に
初
印
本
と
言
え

る
か
否
か
決
定
的
で
は
な
い
ー
は
き
わ
め
て
稀
、
他
に
も
種
々
の
変
わ
り
種
が
存
し
、
薄
様
刷
特
製
本

も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。 

紺
色
羅
表
紙
（縦
三
〇
・四
、
横
二
一
・七
糎
）の
中
央
に
金
銀
揉
箔
散
ら
し
絹
地
題
簽
（縦
二
〇
・六
、

横
四
・九
糎
）を
押
し
、
「湖
月
抄 

表
白 

年
立
上
下 

雲
か
く
れ 

系
図
」の
如
く
所
収
内
容
を
墨

書
。
見
返
し
に
金
銀
揉
箔
散
ら
し
斐
紙
を
用
い
る
。
普
通
の
美
濃
版
よ
り
一
回
り
大
き
い
堂
々
た
る
書

品
、
表
紙
・題
簽
・見
返
し
・紫
の
角
共
に
贅
沢
な
作
り
で
あ
る
。
表
紙
に
虫
損
若
干
、
補
修
済
み
。
表
紙

と
本
文
料
紙
と
で
は
虫
穴
が
一
致
し
な
い
の
で
、
改
装
。
各
帖
ご
と
に
紫
色
斐
紙
一
葉
を
隔
て
と
し
て

綴
じ
込
む
。
全
六
〇
帖
仕
立
て
と
推
さ
れ
る
が
、
数
帖
分
を
合
冊
し
、
現
在
の
一
一
冊
と
な
っ
た
。 

各
冊
末
尾
左
下
に
「雲
邨
文
庫
」の
朱
文
印
を
押
す
。
善
本
稀
書
の
収
集
を
以
て
聞
こ
え
た
雲
村
和
田

維
四
郎
（２
）
の
旧
蔵
で
あ
る
。
蔵
書
印
の
位
置
か
ら
見
て
、
現
在
の
よ
う
に
合
冊
さ
れ
て
か
ら
の
押
捺
で

あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
和
田
維
四
郎
の
所
有
と
な
る
以
前
に
、
改
装
さ
れ
た
も
の
。 

本
文
は
埋
木
修
正
済
み
の
後
印
本
、
そ
の
意
味
で
は
普
通
の
『湖
月
抄
』で
あ
る
。
し
か
し
よ
く
見
か

け
る
楮
紙
刷
本
と
は
使
用
料
紙
の
厚
さ
に
差
が
あ
り
、
薄
様
刷
本
第
一
冊
と
同
じ
内
容
の
楮
紙
刷
本
は
、

六
冊
に
及
ぶ
（図
版
参
照
）。 

江
戸
時
代
に
は
薄
様
を
用
い
た
特
製
本
が
、
顧
客
の
注
文
に
従
っ
て
限
ら
れ
た

数
だ
け
作
ら
れ
て
お
り
、
掲
出
の
『湖
月
抄
』も
ま
た
、
し
か
る
べ
き
豪
商
も
し

く
は
貴
顕
の
要
請
に
応
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。 

（１
）一
行
文
の
追
加
訂
正
を
山
岸
徳
平
が
指
摘
（旧
日
本
古
典
文
学
大
系
『源
氏
物
語
』一
補
注
）、

野
村
貴
次
「湖
月
抄
」（『武
蔵
野
文
学
』二
一
古
註
釈
か
ら
見
た
源
氏
物
語
）に
詳
し
く
説
か
れ
る
。

未
修
正
本
と
次
印
本
と
は
刊
記
に
も
差
が
あ
り
、
後
者
で
は
、
書
肆
「八
尾
甚
四
郎
」を
「吉
田
四
郎

右
衛
門
」と
替
え
る
。
勿
論
、
掲
出
本
に
は
「吉
田
四
郎
右
衛
門
」の
名
が
見
え
る
。 

（２
）地
質
学
者
と
し
て
令
名
高
く
、
政
財
界
に
強
い
影
響
力
を
持
っ
た
。
反
町
茂
雄
『紙
魚
の
昔
語
り
』

や
川
瀬
一
馬
『日
本
に
お
け
る
書
籍
蒐
蔵
の
歴
史
』な
ど
に
、
古
書
籍
と
の
関
連
か
ら
種
々
の
逸
話

が
語
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
人
と
な
り
を
知
る
上
で
、
公
式
的
な
伝
記
よ
り
は
る
か
に
面
白
い
。 
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「秋草蒔絵螺鈿歌書箪笥」について  

文化財学科  教授  加藤  寛  

 

 鶴見大学付属図書館の保管する貴重書は全国でも有数の質の高さを誇っている。とく

に、源氏物語に関する奈良絵本や写本などに優れた作品が見られる。それらの資料のう

ち書籍単体のままで保管されているもののほかに、本資料のように蒔絵や螺鈿で飾られ

た箪笥に収められているものもある。本資料は正面に慳貪式の扉をつけ、天板中央に銅

製の提鐶と扉上部に鍵金具を止め、内部に抽斗を設けた大名調度（家具）の様式をとど

めている。蒔絵は蓋表、側面、背面などに「都忘れ」や「仙翁」などの秋草を金銀の蒔

絵で表し、その上に蒔絵と螺鈿で物語の表題を散らしている。17 世紀後半に大名の息女

が入輿の際に、飾り棚や手箱とともにこの歌書箪笥を製作したと考えられる。この歌書

箪笥には姉妹のような作品がある。静嘉堂文庫美術館保管の古今和歌集を納めた「蒔絵

螺鈿歌書箪笥」である。器形やほとんど同じ文様でまとめられた装飾など、同じ工房の

作例といえる。17 世紀後半にはこのような華やかな歌書箪笥が大名の息女の教養の高さ

を示す道具として婚礼の儀式を優雅に飾っていたわけである。  

 桃山時代から江戸時代中ごろにかけてよく使用される文様に「仙翁（せんのう）」があ

る。一見すると「撫子（なでしこ）」と勘違いをすることがある。仙翁は丈が 1ｍにもな

る背の高い花で、蒔絵では表現することができないが、鮮やかな赤い花びらを風に揺ら

して咲きほこる。撫子に見える花の背景に垣根が描かれれば 100％仙翁である。丈が高

いので垣根に縛って鑑賞したのだろう。当時の能装束や狂言衣装などに多く使用されて

いるので作品の鑑賞時には気をつけたい。  

 このたび、付属図書館のご厚意で文化財学「文化財演習Ⅲ」の授業の中で保存修復を

行うことになった。詳しい保存修復報告は文化財学専攻の 2 名の大学院生が行っている。

修復作業についてはそちらを参照されたい。  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歌書箪笥  正面  歌書箪笥  背面  
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図 1 正面下部  塗膜貼付 前  

図 2 背面左下部  塗膜貼 付  

図 3 背面左下部  塗膜貼 付後  

図 4 蓋裏  八双金具  埋 め木  

損失・欠損部分の復元及び、前扉八双金具の鋲穴への埋木作業について  

鶴見大学大学院文学研究科文化財学専攻  

博士前期課程 1 年  新井菜穂子  

 

 歌書箪笥の修復において最も難しかった作業は、ク

リーニングと欠損部分の復元であった。特に失われた

部分を再現することは非常に難しく、作品自体の雰囲

気を壊す危険性を孕んでいるため、慎重に進めた作業

であった。欠損した塗膜を新たに作り、全く同じ形を

整形して段差の無いように貼付けるという行程で作

業を進めた。歌書箪笥に負担を掛けないように貼付け

るのは生地の露出が激しい 2 箇所と最小限にした。ま

た使用する塗膜も曲面に添わせやすいように柔軟性

を持ったものを新たに作成せねばならなかった。その

ため、クリーニング作業と同時進行で適当な塗膜作り

のため試作を繰り返した。結果、美濃和紙を 3 枚糊漆
ⅰで貼合わせたものに生漆 ⅱを塗った塗膜が柔らかさ、

色ともに適していると判断し使用した。塗膜の貼付は

クリーニングと摺漆による塗膜の強化の後に行った。 

 まず、生地の露出した箇所に希釈した漆を染みこま

せて生地を固定し強化した。続いて、大きくえぐれた

部分を刻苧漆 ⅲで埋め後、錆漆 ⅳで表面を平滑にした。

この際に塗膜を貼ったときに平になるようにするた

め、塗膜一枚分の厚みを計算して 0.3mm 程下げた状

態で平にする事が難しく、また欠損部分の断面はなだ

らかな坂にしてやり、より周囲の塗膜と一体になるよ

うに心掛けた。一方、貼り付ける塗膜は、和紙で予め

型を取っておき、それを新たに用意した塗膜に糊で貼

り、切抜き水で和紙を取ればおおよそはできあがった。

加えて、更に精度を上げて形の微調整をし、周囲の塗

膜と一体になるよう塗膜の縁を砥石で慎重に研いで

薄くし塗膜の中心に向かって段々と厚くなる形にし

た。  

 塗膜の歌書箪笥への貼付は麦漆 ⅴで行い、周囲を汚

さぬように注意して進めた。歌書箪笥への負担を避け

るために塗膜より少し大きめに切った塩化ビニール

シートをのせて、ビニール紐で固定し、圧着させた。

この時、貼ったばかりなので動きやすい塗膜がずれな

いように紐を巻く作業が思いの外難しく、苦戦した。

塗膜の色の調子については、長い年月を経ると色素が

薄くなり下地の色が透けてくるという漆の特性を考

慮して塗膜を作成したため、今の段階では色が濃くな

っていることを念頭に置いて頂きたい。  

 塗膜の復元と時を同じくして、前扉八双金具の失わ
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れた鋲の穴の埋め木を行った。鋲が失われているために金具が動き、表面を傷つけてい

るので、その防止を目的としたものである。鋲穴の大きさに合わせた竹串を刻苧漆で埋

めた穴に入れて固定後竹串を切り、錆漆で穴を平にして、一見した時に目立たぬ様に配

慮した。  

 以上がこの度の修復の作業だが、何れも気の抜く事のできない作業が続いた。一つで

も怠けた仕事をする次の作業に支障がでて、美しい仕上がりは到底期待できない。また、

修復する作品一つ一つ状態が異なるので、今回通用したことが次回も同じく通用すると

は限らないので、対象物に合った修復方法を常に模索して行かなければならない。より

良い修復をするためにもっと経験を積んで精進して行きたいと思う。  

 

 

ⅰ  澱 粉 糊 と 生 漆 を 混 ぜ 合 わ せ た も の 。  

ⅱ  漆 の 木 か ら 採 っ た 樹 液 を 濾 過 し た も の 。  

ⅲ  生 漆 と 水 練 り し た 小 麦 粉 を 混 ぜ 合 わ せ た 麦 漆 に 木 粉 を 合 わ せ た も の 。 今 回 の 修 復 で は # 7 0 の 木 粉 を 使 用 。  

ⅳ  生 漆 と 水 練 り し た 砥 粉 を 合 わ せ た も の 。  

ⅴ  生 漆 と 水 練 り し た 小 麦 粉 を 混 ぜ 合 わ せ た も の 。  

 

 

 

 

草蒔絵歌書箪笥の修復について  

〜損傷箇所とクリーニング及び摺漆作業〜  

鶴見大学大学院文学研究科文化財学専攻  

博士前期課程 1 年  大多和弥生  

  

 修復前の「秋草蒔絵螺鈿歌書箪笥」の損傷状況は、

長い年月に蓄積された汚れが表面全体を覆っていた。

扉の四隅には漆塗膜が欠失し、木地の露出した箇所も

認められた。この作品をより長い間保存し、後世に伝

えるためにはこれらの損傷箇所を修復することが必

要不可欠である。今回の修復作業はクリーニング、天

板の摺漆、欠損部分に復元を施した。 (図 1) 

 

修復作業はまず、クリーニング作業から取り掛かっ

た。クリーニング作業の目的は作品の表面に蓄積され

た汚れを取り除くためである。汚れが残ったままでは

次の修復作業で用いる漆に支障をきたしてしまうか

らである。  

まず作業に用いる溶剤を決めるために溶剤テスト

を行った。溶剤テストには精製水、無水エタノール、

リグロインを用いた結果、精製水と無水エタノールが

適していると判断した。リグロインとは純度の高い石

油系試薬のことである。精製水と無水エタノールを綿

棒と木綿布に含ませ表面の汚れを取り除いた。（図 2） 図 2 クリーニング作業  

図１  秋草蒔絵螺鈿歌書箪 笥  
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今回の修復ではクリーニング作業が他の作業より

非常に時間がかかってしまった。長い時間をかけて蓄

積された汚れを取り除くためには、地道にひたすらク

リーニングし続けるしかなかった。汚れはいくつかの

層で形成されていたため、木綿布に付着する汚れの色

が少し薄くなったと思えばすぐに次の汚れの層が表

面に表れ、木綿布に褐色の汚れが濃く付着することも

しばしばあった。  

 

 クリーニング後、天板が他の面に比べて漆塗膜の艶

が引けていた。塗膜の艶の度合いを他の面に合わせるとともに、天板に見られる白色の

カビ跡からの更なるカビの増殖防止のため「摺漆」を行い、塗膜の強化を行った。「摺漆」

とは漆を表面に摺り込む作業のことである。（図 3）  

 この作業は生漆をリグロインで 1:1 に希釈し、溜刷毛と蒔絵筆で塗布した後、木綿布

で拭ききった。漆を塗布する係と塗った漆を拭き取る係の二手に分かれ作業を行った。

漆はリグロインで希釈しているので蒸発が早く、塗った漆はすぐに拭き取らないと塗り

跡ができてしまうため、なるべく 2 人の作業を合わせて行うことが必要だった。  

この後の作業に関しては新井氏が細かく書かれているので割愛するが、この後の作業

も気の抜けない作業が続き、作業は閉館時間まで及ぶことが何度もあった。  

今回の修復を通して、修復技法の困難さを改めて痛感した。過去の修復事業を見なが

ら修復方針の参考にしたものの、作品が経験してきた環境は様々であり、且つ、目に見

える損傷はそれぞれ異なっているので対応の仕方もまた作品一つ一つ異なってくる。作

品をしっかり見つめ、現状を把握することが保存修復に必要だということをより深く理

解することができた。  

最後に、秋草蒔絵螺鈿歌書箪笥の修復の機会を与えて下さった鶴見大学付属図書館の

皆様、修復の方針や作業に関してご助力を賜りました加藤寛教授、先輩方に歌書箪笥の

修復を無事に終えることができたことをこの場をお借りして篤く御礼申し上げます。  

 

編集後記  

＊今号のアゴラ巻頭には、歴史小説作家・永井路子先生の随筆を掲載できた。永井先生のご夫君・

黒板伸夫先生は、かつて本学で非常勤講師として教鞭を執られ、永井先生ご自身も当館の展示に足

を運んで下さった。厚く御礼申し上げる。  

＊加藤寛先生が解説文を寄せられた当館所蔵の「秋草蒔絵螺鈿歌書箪笥」は、新井さん、大多和

さんらをはじめとする文化財学科院生の 修復作業により、見事に往時の姿を蘇らせた。今後もこう

した授業連携が進んで欲しい。  

 

 

 

 

 

 

図 3 天板の摺漆作業  
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