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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
。
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史
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界
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老
舗
が
守
る
伝
統
と
、
挑
み
続
け
る
革
新

と

印

伝

は

誇

り

。

新
し
い
印
伝
を
探
求
す
る

若
き
伝
統
工
芸
士
の
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戦
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て
く
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く
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の
化
粧
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梨
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史
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菓
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＜
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れ
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こ に ん

FEATURE

″
　

―

一一
　

川
川

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
煉
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
。。。‥
沁

と
も

、

印
度

伝
果

に
由

来

す

る
と

い

わ

れ

る

な

ど
諸

訳

が

あ

り

ま

す

。
汪

ド

時

代

に

ベ
ス

ト

セ

ーフ
ー

と

な

っ

た

卜

返
へ
‥

。
九

の
『
東

海
立

巾

膝
栗

丘

』
に
「
収

に

さ

げ
た

る
印

伝

の

巾

着

を

出

し
に
几
せ

る
」
の

二

川
か

お

る

こ
と

か

ら
、
そ

の

ｙ
』
ろ
に

は

印

伝

と

い

う
呼

び
名

が
柚

ら

れ
て

い
た

’
』
と

が
う

か

が
え
ま

す
。

山
梨
の
印
伝
産
業
は
、

繊
細
な
技
と
豊
か
な
感
性
か
ら
生
ま
れ
た

か
つ

て

全
州

的

に
普

及

し

て

い
た

鹿

似

の
加
五

岫

が
、

伝

統

に

芸

品
「

印

伝

」
と

し

て

山

梨

県

の

地

場

出

火

と

な

っ

た

の

は

、
甲

府

巾

の
右

釧
「
印

使
に
屋
≒
の
遠

組
・
に

原

呪

し

か

鹿

革

に
漆

で
廃

除

を
付

け

る
独

自

の

技

法

を

削

聚

し

た
こ

と

に
始

ま

り

ま

す
。
辰

初

は
撥

水

効
‰

を
目

的

と

し
て

塗

ら

れ

る
よ

う

に

な
っ

た
漆

。
漆

の
ひ

び
利

行

に

よ

る
石

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

火

に
と

ど

ま

ら
ず

、
漆

で
炎

し

い

模

様

を
付

け

る

技
法

を
生

み
出

し

、
江

ド
小

紋

な

ど

の
絵

柄

を
漆

で
八

坂

し

た
印

伝

は
、
た

ち

ま
ち

人
気

を
匹

し
ま

し
た

。
江

戸

時
代

の
中
川

以

降

は
庶

民

の
旅

心
盛

ん

に

な

り

、
粋

を

俯

う

人

々

の
聞

で
巾

着

、八

人

れ

な

ど

が
愛

川

‥
川
と

し
て

定
石

し

て

い
っ

た

の
で

す
。

山
梨

は
鹿

皮

と

漆

が
産

出

さ
れ

る
好
碩

件

が

そ

ろ

っ

て

い
た

こ

と

で

、
威

地

と

し

て

栄

え

て

い
っ

た

の
で

す

が
、
人

乍

洋
戦

争

で
印

記

の
切

片

は

。
時

中

出

を
余

沢

な

く

さ

れ
ま

し

た
。
し

か
し

焦
卜

と

化

し

た
甲

府

の
地

か

ら

力

強

く
旧

師
し

人
／
目

に
至

っ
て

卜
る
の
で

す
。

○ づレ乙し
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乙 九

FEATURE

昭
和
4
9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

（

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
6
2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
。

受け継がれる印伝の技法

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

さら
更

紗
ふす
煉 べ 漆 置き

模 様の色ごとに型 紙を 替え､多 色 使 いの

模 様 が去現 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

に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 汪|｣度伝 来の 更紗模 様に似ていることが、

その 名の山来といわれている。

太鼓と呼ば れる筒に鹿 革を張り､わらをた

いでいぶし√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O

漆 置きは印 伝 の最も代 表 的な技 法｡ 染め

上げた鹿 革のll 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O 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。

ぶし心し○
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印伝業界発展のために

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| 乙を 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 、

佃 々の 業 名'がそれぞ れの 特 色 を持 ちな がらも､川じ 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 米 たしています。

|11府 』ﾐlj伝 商jlll 嘉同 組 介

jF務川人上 原 重 樹 さ
ん

印傅博物館

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|1本の鹿 革｡工芸文化を 公開。毀 収

な収蔵 品から職人の息 造いや､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/1川

の企両 艇も開催している。

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

2018 年 大相撲 初場所で､ 郷ll力 士としては30年 ぶりとなる

新人幕を果たした竜電 関(甲府巾出身)｡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yl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。

e てんこし

仕　 所 ／甲府 市中 火3-II-15 印 傅屋ll 原ｉ Ｌ 本店21蜀

Ｔ Ｅ Ｌ － 055-220-1621

開館時 間 」0:00 ～17:00

休 館| 「／展示 替え期 間中･ 本 店休 業||

ご 東館の際 は､あらかじめお1111い 介わせください

人 館 科 ダー一綬20011j､ 小･111学 生10011j

IEm ・ ９・ IIEEI



乙 九

FEATURE

印
伝
を

老
舗
が
守
る
伝
統
と
、
挑
み
続
け
る
革
新

世

界

へ
。

汪

戸
時
代

に
遠
机
・
上
原

鳴
し

か
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
血

め
な

い
老
舗
、

印

伴
屋

の
挑

戦
と
思

い
を

し
原

直
樹
社
長

に
伺

い
ま
し

た
。

１

ぶし几八〇
F ’



● ズくズく

新
作
を
発
表
す
る
こ
と
は
、

印
伝
の
進
化
に
欠
か
せ
な
い

「
昭
和
5
8
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

竹

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
ニ
ア
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
川

の
新
作
発

表

に

は
苦
労

か

お

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
」

重 樹≒上 原
株式 幻|:11j博昭｣ 湾 呪じ 代 表収締役社長

株式 会 社|ﾐ|】傅紀 ll 原 升 巳

( 本JIい 甲府Ilj冲 火3-1卜15 ・ ＴＥＬ.055-233-1100

伝
統
産
業
を
担
う

企
業
と
し
て
貫
く
プ
ラ
イ
ド

印
溥

屋

は
海
外

の

パ
イ

プ
ラ

ン
ド

と

の
コ
ラ

ボ
レ

ー

シ

ョ
ン

も
分

掛

け

て

い
ま

す

が
、
そ

こ
に

は
老

舗

企

業

と
し
て

絶
対

仁
洪
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

す

場
で

。
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
俘

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

う

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
」

山
梨
か
ら
海
外
へ
、

印
伝
の
魅
力
を
発
信

「
平

成

四一
年

、
ア

メ
リ

カ

に
進
出

し

九

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
肌

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

。（
／

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
口

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

匪

－

‐

－

－

‐

界

に
向
け

て
発
信

し
て

い
き
た

い
と
思

っ
て

い
ま

す
」

伝
統
と
革
新
。

時
代
が
求
め
る
も
の
を
感
じ
取
る

「
当

社

の

創
業

は
今

か

ら
４

０

０

年
以

上

前

の
大

正
1
0

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

収

り

革
新

を
続

け
て

き

た

の
で

す

。
伝

統

は
先

祖

か

ら

削

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
」

Ｊ
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Ｕ Ｒ Ｕ Ｓ Ｈ Ｉ

Ｎ Ａ Ｓ Ｈ Ｉ Ｋ Ａ

Ｍ ＡＤ Ｅ ｉｎ Ｙ Ａ Ｍ ＡＮ Ａ ＳＨ Ｉ

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。

乙 九

FEATURE

新
し
い
印
伝
を

口
卜

に
卜

乙 心しｅ

ｔ　

ノ ’

寸
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／

き

印
伝
は
私
に
と
っ
て

一
番
好
き
な
も
の

山

本

さ

ん

は
「
印

傅

の
山

本

」
の
３

代

目

。
平

成
1
2
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

か
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
上

』
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
『
土

』
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
、
。
番

好

き

な

も

の

な
ん
で

す
」

し 火iりyｌ
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

「
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

「
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
『
自

』
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
烏
・
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

于

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

だ
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
」

伝
統
工
芸
士
と
し
て
考
え
る

後
進
の
育
成

「
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

ｙ

～

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

か
技

術

を
教
え

た
人

が
成

長
し

、
そ

の
入

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
日
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
」

裕 輔≒本山

有 限 会 社 印 傅の 山 本 甲 州印 伝の 伝統 工 芸 士

ｊ

有 限 会社 印 傅の山 本

甲府 巾潮 気3-8-4／ＴＥＬ.055-233-1942

ｉ ° ぶ ぶ
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俎元産の食打と、印伝風の化粧箱。

山梨の唐史文化を浙石備えた銘菓。

さん
一光野代表取締役金精軒製菓株式会社

日
本
百

名
山

の
一

つ

甲
斐

駒
ヶ
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
ヶ

原

宿

。
占

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
3
5
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
。

武
川
信
玄
の
築
い
二

甲
州
金
長

縦
史
亡

今
に
伝
え
る
…聡
了
作
り

「
『
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

（

と

が
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

‐１
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
二

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
」

食
材

の
吟
味

、
そ
し
て

印
伝
風

の
化
限
箱
で
重
厚
感
を
出
す

「
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
。
飴

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
飴

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
二

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

了
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
」

台 夕原 遼 精 程

北杜市白州 町台ケ原2211TEL.0551-35-2246

営業時間:9:00 ～18:00

定 休日: 木曜日

■■喝--’７ ら シ七 ≒ノ 几 色こjj 冶iiiJ 治 吐

佃 ｎ 。６ 。　　　　　　　　　

■■　　■■■　

かつての蔵
ｉ 轟

である建物は､甲州街道台ヶ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。

ぶに むｅ

７

Ｑ
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甲州 金 饅頭と､富 上山 や武田菱 などをモチーフとした印 伝風 の化粧 箱



地
元
の
天
然
素
材
か
ら

生
ま
れ
る

革
小
物
の
世
界

丁
房
ｌ
ｍ
（
大
月
巾
）

革
製
品
作
家

藤

本
　

二

菜

さん

藤
本
二
菜

さ
ん

は
大
月
淑
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
、
3
2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

７

Ｑ
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一 山 梨 へ の 移 住 相 談 は こ ち ら ヘ ー

や ま な し 暮 ら し 支 援 セ ン タ ー

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 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。

3/1{}( 土)富 士北麓-東部地域セミナー ＮＰＯふるさと回帰支 援センター

3/23( 金) 都留市ＣＣＲＣセミナー ………ＮＰＯふるさと回帰支 援センタ 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

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:y ａｍａｎａｓhi＠fｕrｕｓａtokaiki.ｎｅｌ
扁 ぶﾌl 二涵 ぶ 高 ぶ7 ら ド ∩ やｎ し・ らし11111 １

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F9｣ 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。

ふ

i ’

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
」

工房lm （ルづ ン）

大月市冨浜町鳥沢947-4TEL.0554-56-7097

営業時間:11:00 ～19:00

定休日:日曜日･火曜日

Φ ゴよ 七し

･Ｑ



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…。

一
第
1
0
駅
一
金
手

て
く
て
く

甲
斐
の
目

街
道
の
駅
か
ら
の
小
さ
な
旅
、

斗 二謡→ エ→ 琳
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甲
斐
奈
神
社

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
。

印

傅

屋

上

原

勇

七

本

店

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

り口　

｛

ｎ

ｏ

ｈ

ｏ

ｎ

ｏ

ｈ

ｏ

の
ほ
の
ほ

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
傅
博
物
館

印
傅
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
。

圃
甲

府

カ

ト

リ

ッ

ク

教

会

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
。

五
味
醤
油

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
。

地

域

の

歴

史

を

伝

え

る

案

内

板

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
。

よ
こ
き
ん
し
ゅ

横

近

習

大

神

宮

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

ＩＳ
‐
丿
″孔

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

。

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 に の 辺りは 外 国 籍 の方 も多く､いつ でもお 祈りが できるよ

うに平'i:tは24 時 間 開 放しています｡ 誰 でも自 山 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 艮 きを 過 ごしてい た だけ たらと思 っています｣ と優しく､

唐ってくれました。

Φ ごしごし
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吉
祥
の
願
い
を
模
様

に
込
め
て
。

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

目
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
。

2
？
.ｔ２

２

１
１
１

(ｲi ll から時 計1111りに)

花l,lM111　 爪J,IDI,11:　紗 綾 形　 ぶ どう　llj 海゙ 波

亀|||　 波 うろこ　 とん ぼ　 小 桜　 ひ.ようだ人

セレもムｅ
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便利で快適な特急｢ あずさ｣．｢スーパーあずさ｣・｢かいじ｣

表新 立 八 甲
ａ淋 噌 Ｏ

ｓ

特急列車のご予約は｢えきねつと｣で！

aｘ１９ｅ⊇燕配

嵯

●パソコン･スマホからラクラク簡単予約!

●指定席が発売開始日の

さらに1週間前から事前受付ＯＫ!

●指定席券売機でスムーズにお受取り!

※一部の列車や一部の区間は｢えきねっと｣でお取扱いしておりません。

や乗車日の1ヶ月＋1週間前から指定席を事前に申し込むことができます｡実際の発売手配は乗車日1ヶ月前の午前10 時からとなります。

※満席等の理由により､座席をご用意できない場合がありますO※運転日や運転時刻､停車駅などは事前にご確認ください。

※掲載内容は2018 年1月現在の情報です｡ご利用の際はホームページなどで最新情報をご確認ください｡※路線図や写真はイメージです

● てくてく≧なー｜

J･ マ

ＪＲ東日本

平成30 年2 月１日[ 季刊]

第10 巻春 号

山梨県広聴広報課 発行 〒400-8501 甲府市丸の内1-6-I

TEL.055-223-1339 FM.055-223-1525 制作 山梨日日新聞社

｜ ・　　　　　　　 やまなし森の印刷紙乃　　

。。　　　この印刷紙には
、　　　　　　　　　　　禾| 』 目　

ＦＳＣ　　　 ＦＳＣ森林管理 正を　
山

團 圃
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６
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県
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木材が使用されています。


	page1
	page2
	page3
	page4
	page5
	page6
	page7
	page8
	page9
	page10
	page11
	page12
	page13
	page14
	page15
	page16
	page17
	page18
	page19
	挿入元ファイル:"TopPage_tektek.pdf"
	page1


