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特集　伝統工芸は地域の宝 〜効果的な振興策の在り方を探る〜
寄稿 1

　
伝
統
的
工
芸
は
新
し
い 

　
　
│
そ
の
使
い
方
を
伝
え
創
造
す
る

　

大
量
生
産
・
大
量
消
費
を
主
軸
に
据
え
て
展
開

さ
れ
た
高
度
経
済
成
長
期
に
、
世
界
的
に
も
稀け

う有

な
法
律
が
生
ま
れ
た
。
昭
和
49
年
（
１
９
７
４
）
５

月
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
名
は
、「
伝
統
的
工
芸
品

産
業
の
振
興
に
関
す
る
法
律
」（
略
称
・
伝
産
法
）。

「
日
本
各
地
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
手
づ
く
り
の
生
活

用
具
産
業
の
火
を
消
さ
な
い
で
」
と
い
う
国
民
の
願

い
が
す
べ
て
の
国
会
議
員
に
届
き
、
議
員
立
法
と

し
て
伝
産
法
が
生
誕
し
た
。

　
「
製
造
過
程
の
主
要
部
分
が
手
工
業
的
で
あ
る

こ
と
」「
伝
統
的
技
術
ま
た
は
技
法
に
よ
っ
て
製
造

さ
れ
て
い
る
こ
と
」「
伝
統
的
に
使
用
さ
れ
て
き
た

工
芸
材
料
を
用
い
て
い
る
こ
と
」「
一
定
の
地
域
で

産
地
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
に
加
え
、「
主
と
し

て
日
常
生
活
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
」

を
要
件
と
し
て
、
昭
和
50
年
に
南
部
鉄
器
、
飛
騨

春
慶
、
宮
古
上
布
な
ど
11
品
目
が
指
定
さ
れ
た
の

を
皮
切
り
に
、
ほ
ぼ
毎
年
、
日
本
各
地
に
伝
え
ら

れ
て
き
た
手
づ
く
り
の
品
々
が
国
指
定
伝
統
的
工

芸
品
に
認
定
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
今
日
で
は
、

織
物
、
染
色
品
、
陶
磁
器
、
漆
器
、
木
工
品
、
竹

工
品
、
金
工
品
、
仏
壇
仏
具
、
和
紙
、
文
具
、
人
形
・

こ
け
し
、
石
工
品
、
貴
石
細
工
、
工
芸
用
具
・
材

料
な
ど
の
領
域
に
わ
た
り
、
２
１
１
品
目
が
国
指

定
伝
統
的
工
芸
品
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
加

え
、
都
道
府
県
が
保
存
・
振
興
を
図
っ
て
い
る
伝

統
的
工
芸
品
も
２
０
０
０
件
ほ
ど
あ
る
。
ま
さ
に
、

こ
の
日
本
は
「
伝
統
的
工
芸
品
列
島
」
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
背
景
に
は
、「
日
本
の
宝
物
」
と
し
て
伝
統

的
工
芸
品
を
愛
し
慈
し
ん
で
き
た
日
本
人
の
生
活

が
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、「
伝
統
工
芸
は
古
め
か
し
い
」「
伝
統
工

芸
は
今
日
の
生
活
に
そ
ぐ
わ
な
い
」「
伝
統
工
芸
品

は
飾
っ
て
お
く
芸
術
品
で
し
ょ
う
」
な
ど
の
声
が
聞

こ
え
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
声
の
持

ち
主
は
、
ぜ
ひ
一
度
、
東
京
・
池
袋
（
豊
島
区
）
に

あ
る
「
全
国
伝
統
的
工
芸
品
セ
ン
タ
ー
」
に
足
を
運

ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。
そ
こ
に
は
国
指
定

伝
統
的
工
芸
品
が
一
堂
に
集
め
ら
れ
、
展
示
・
販

売
さ
れ
て
い
る
。
日
常
生
活
用
具
と
し
て
の
伝
統

的
工
芸
に
な
じ
ん
で
き
た
熟
年
の
方
々
が
品
物
を

手
に
取
っ
て
慈
し
ん
で
い
る
姿
、
目
を
輝
か
せ
て

数
々
の
品
物
に
見
入
っ
て
い
る
外
国
人
の
姿
な
ど

と
と
も
に
、「
え
ぇ
、
こ
れ
が
伝
統
的
工
芸
品
」「
伝

統
的
工
芸
品
に
こ
ん
な
も
の
が
あ
る
の
ね
」
と
声
を

上
げ
る
若
年
の
方
々
の
姿
も
数
多
い
。

　

こ
の
よ
う
な
姿
は
、
何
よ
り
も
、
伝
統
的
工
芸

品
に
触
れ
る
機
会
を
数
多
く
設
け
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
若

年
の
方
々
は
日
常
生
活
の
中
で
伝
統
的
工
芸
品
に

触
れ
る
機
会
が
な
か
っ
た
世
代
だ
け
に
、
伝
統
的

工
芸
品
の
実
像
を
知
ら
な
い
と
い
っ
て
も
い
い
。

そ
の
よ
う
な
世
代
に
と
っ
て
、
伝
統
的
工
芸
品
は

目
新
し
い「
初
物
」な
の
で
あ
る
。

　

日
々
の
生
活
が
目
ま
ぐ
る
し
い
ほ
ど
に
変
化
し

て
い
く
今
日
、
地
域
の
風
土
に
対
応
し
て
生
ま
れ

伝
え
ら
れ
て
き
た
伝
統
的
工
芸
品
は
決
し
て
古
め

か
し
い
も
の
で
は
な
く
「
新
し
い
文
化
」
で
あ
る
と

認
識
す
る
土
壌
を
形
成
し
て
い
く
こ
と
が
肝
要
で

あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
伝
統
的
工
芸
品
に
多
く

の
人
々
が
触
れ
ら
れ
る
機
会
・
事
業
を
設
け
、
さ

ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
生
活
に
お
け
る
伝
統
的
工
芸

品
の
使
い
方
提
案
を
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

生
活
者
参
加
型
で
、
新
た
な
使
い
方
提
案
な
ど
を
幅

広
く
提
示
す
る
と
と
も
に
、
使
い
方
体
験
を
互
い

に
公
開
す
る
必
要
も
あ
ろ
う
。
漆
椀
は
み
そ
汁
を

飲
む
だ
け
の
器
で
は
な
い
。
飯
器
で
も
あ
り
、
ア

イ
ス
ク
リ
ー
ム
の
器
に
も
な
る
。
水
を
入
れ
て
花

び
ら
を
浮
か
べ
れ
ば
、
心
を
癒
や
す
器
に
も
な
る
。

「
一
器
多
用
」
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
見
し
創
出
す
る

の
は
、
私
た
ち
生
活
者
の
知
恵
に
か
か
っ
て
い
る
。

ま
た
、
そ
の
知
恵
が
豊
か
に
積
も
っ
て
い
く
こ
と

が
伝
統
的
工
芸
品
産
業
の
振
興
に
も
つ
な
が
っ
て

い
く
。

　
伝
統
的
工
芸
に
は
地
域
と
作
者
の
顔
が
あ
る 

　
　
│
地
域
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
の
伝
統
的
工
芸

　

今
、
地
球
環
境
全
体
の
在
り
方
が
見
直
さ
れ
る

中
で
、「
こ
の
地
球
を
痛
め
つ
け
な
い
産
業
」「
こ
の

地
球
の
有
限
な
自
然
資
源
と
適
切
に
付
き
合
っ
て

い
け
る
産
業
」
の
姿
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ

う
な
産
業
の
姿
こ
そ
伝
統
的
工
芸
品
産
業
に
ほ
か

な
ら
な
い
と
、
私
た
ち
は
認
識
を
新
た
に
す
べ
き

と
思
わ
れ
る
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
い
て
適
度
・
適
切
に
資

源
を
い
た
だ
き
、
自
然
資
源
を
い
た
だ
け
る
こ
と

に
感
謝
し
つ
つ
精
魂
込
め
て
も
の
づ
く
り
を
行
い
、

作
り
手
と
使
い
手
と
が
互
い
の
顔
が
見
え
る
間
柄

に
あ
る
か
ら
こ
そ
、
使
い
手
た
ち
は
慈
し
み
つ
つ

大
切
に
生
活
の
中
で
も
の
を
使
い
続
け
、
そ
し
て
、

も
の
に
寿
命
が
到
来
す
る
と
再
び
地
域
の
自
然
に

戻
し
て
い
く
巡
り
・
資
源
循
環
の
世
界
が
、
い
ず

れ
の
伝
統
的
工
芸
品
に
あ
っ
て
も
貫
か
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
地
域
の
自
然
・
地

球
環
境
を
最
も
大
切
に
し
て
き
た
の
が
、
伝
統
的

工
芸
品
産
業
で
あ
る
と
い
っ
て
決
し
て
過
言
で
は

な
い
。

　

伝
統
的
工
芸
品
産
業
は
、
地
域
の
風
土
の
中
で

生
誕
・
発
展
し
て
き
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
固

有
な
産
業
で
あ
る
。
伝
統
的
工
芸
品
産
業
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
地
域
の
自
然
と
の
共
生
に
徹
し
て
伝
え

ら
れ
て
き
た
産
業
で
あ
る
。
伝
統
的
工
芸
品
産
業

は
、
作
り
手
と
使
い
手
と
の
互
い
の
顔
が
見
え
る

間
柄
の
中
で
質
が
確
か
め
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地

域
に
お
け
る
特
色
あ
る
生
活
文
化
の
歴
史
を
築
き

上
げ
て
き
た
産
業
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
す
べ
て

の
伝
統
的
工
芸
品
産
業
は
、「
地
域
」「
自
然
」「
歴
史
」

と
い
う
３
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
、
そ
の
基
底
に
し
っ

か
り
と
保
有
し
て
い
る
。

　

陶
磁
器
に
し
て
も
、
漆
器
に
し
て
も
、
織
物
に

し
て
も
、
伝
統
的
工
芸
品
に
は
、
使
い
手
と
一
体

と
な
っ
て
も
の
づ
く
り
を
し
て
き
た
作
り
手
の
個

伝
統
的
工
芸
文
化
の
振
興

　
〜
伝
統
的
工
芸
品
の
普
遍
的
価
値
を
見
定
め
て
〜

千
葉
大
学
名
誉
教
授
、
放
送
大
学
特
任
教
授
、
経
済
産
業
省
産
業
構
造
審
議
会
伝
統
的
工
芸
品
産
業
分
科
会
委
員　

宮み
や
ざ
き崎

　
清

き
よ
し

福島県会津地方に伝えられる新雪を踏み固めて道をつくるのに用いられる｢雪踏み沓（くつ）」。傘立てやくず入れなどとしても使えるこ
とを発見するのは、私たちの役割
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寄稿 2

性
と
感
性
が
生
き
生
き
と
息
づ
い
て
い
る
。
伝
統

的
工
芸
品
に
は
、
自
然
を
こ
よ
な
く
愛
し
続
け
て

き
た
作
り
手
と
使
い
手
と
の
、
自
然
へ
の
感
謝
、

そ
れ
を
象
徴
す
る
か
の
よ
う
な
手
仕
事
の
軌
跡
が

溢
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
陶
磁
器
に
も
、

漆
器
に
も
、
織
物
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
風

土
の
薫
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
意
匠
、
そ
れ
ぞ

れ
の
地
域
の
作
り
手
の
息
遣
い
・
個
性
な
ど
が
息

づ
い
て
い
る
。
お
よ
そ
す
べ
て
の
伝
統
的
工
芸
品

は
個
性
豊
か
で
あ
る
。
一
言
で
伝
統
的
工
芸
品
と

い
っ
て
も
、
決
し
て
一
律
の
個
性
に
染
め
ら
れ
て

は
い
な
い
。
伝
統
的
工
芸
品
は
、
生
活
に
お
け
る

使
用
機
能
を
十
分
に
満
た
し
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
に

個
性
豊
か
で
多
様
で
あ
る
。

　

多
様
性
に
富
む
伝
統
的
工
芸
品
の
世
界
は
、
ま

さ
に
「
豊
か
な
生
活
文
化
」
の
表
象
と
い
う
べ
き
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
「
豊
か
な
生
活
文

化
」
を
表
象
す
る
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
が
伝
統
的
工
芸
品
で
あ
る
と
い
っ
て
い

い
。
そ
れ
ゆ
え
、
も
し
地
域
に
伝
え
ら
れ
て
き
た

伝
統
的
工
芸
品
の
文
化
が
消
失
し
て
い
く
と
す
れ

ば
、
地
域
そ
の
も
の
が
消
え
て
い
く
に
等
し
い
と

と
ら
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　
伝
統
的
工
芸
を
は
ぐ
く
み
創
生
す
る
地
域 

　
　
│
生
活
文
化
提
案
と
し
て
の
伝
統
的
工
芸
品
産
業

　

伝
統
的
工
芸
品
産
業
は
、
人
と
も
の
と
の
よ
り

よ
い
関
係
を
堅
持
し
て
い
る
産
業
と
い
え
る
。
そ

の
一
品
一
品
に
は
、
作
り
手
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
感

じ
ら
れ
る
。
ど
の
地
域
で
、
誰
が
、
ど
の
よ
う
に

し
て
制
作
し
た
の
か
を
、
生
活
者
の
誰
も
が
知
り

た
く
な
る
奥
行
き
を
伝
統
的
工
芸
品
は
有
し
て
い

る
。
そ
の
一
品
一
品
に
そ
れ
ぞ
れ
の「
顔
」が
あ
る
。

使
い
手
た
ち
は
、
そ
の
品
々
の
背
後
に
も
の
づ
く

り
を
す
る
作
り
手
の
姿
に
思
い
を
は
せ
、
品
々
を

生
み
出
し
た
地
域
の
風
土
・
歴
史
・
生
活
を
思
い

描
く
。
こ
う
し
て
、
伝
統
的
工
芸
品
は
、
作
り
手

や
産
地
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
乗
せ
て
い
る
い
わ
ば
「
乗

り
も
の
」で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
伝
統
的
工
芸
品
が
、

産
地
か
ら
の
強
力
な
生
活
文
化
情
報
な
の
で
あ
る
。

　

展
示
場
で
の
伝
統
的
工
芸
品
と
の
出
会
い
に
触

発
さ
れ
、
伝
統
的
工
芸
品
産
地
を
訪
れ
れ
ば
、「
こ

の
地
は
私
た
ち
に
暮
ら
し
の
提
案
を
し
て
く
れ
て

い
る
」
と
の
実
感
を
深
め
る
で
あ
ろ
う
。
美
し
い
自

然
と
豊
か
な
人
間
関
係
を
背
景
に
、
地
域
で
生
産

さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
個
性
あ
る
も
の
を
、
そ
れ
ぞ

れ
の
生
活
の
中
で
生
き
生
き
と
活
用
さ
れ
て
い
る

地
域
の
人
々
の
姿
に
触
れ
合
う
と
き
、「
産
地
の
顔
」

を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
地
産
地
消
の
文
化

が
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
伝
統
的
工
芸
品
産
業
に
お

い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
姿
は
、
ま
さ
に
、「
生
活
提

案
産
業
」
と
し
て
の
伝
統
的
工
芸
品
産
業
の
本
質
を

私
た
ち
に
示
し
て
く
れ
て
い
る
。

　

今
後
ま
す
ま
す
、
特
色
あ
る
地
域
の
生
活
文
化

が
多
く
の
人
々
か
ら
尊
ば
れ
、
こ
の
地
球
に
多
様

な
生
活
文
化
、
多
様
な
も
の
づ
く
り
文
化
が
息
づ

い
て
い
く
こ
と
に
な
ろ
う
。
真
の
国
際
化
の
時
代
、

真
に
豊
か
な
時
代
と
は
、
そ
の
よ
う
な
生
活
文
化

が
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
健
全
に
息
づ
い
て
い
る
姿

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

今
、
多
く
の
人
々
が
、
日
々
の
生
活
を
共
に
す

る
こ
と
が
で
き
、
一
緒
に
年
輪
を
重
ね
て
い
け
る

手
作
り
の
伝
統
的
工
芸
品
を
求
め
て
い
る
。
人
々

は
、
伝
統
的
工
芸
品
の
中
に
、
長
い
年
月
を
重
ね

て
淘と
う
た汰
さ
れ
洗
練
さ
れ
て
き
た
風
格
を
し
っ
か
り

と
感
じ
取
っ
て
い
る
。
人
々
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
伝

統
的
工
芸
品
の
背
後
に
、
そ
れ
を
生
み
出
し
て
き

た
地
域
の
、
自
然
と
の
共
生
の
姿
、
歴
史
・
生
活

文
化
の
厚
み
と
深
さ
を
感
得
し
て
い
る
。
加
え
て
、

伝
統
的
工
芸
品
は
、
地
域
の
生
活
文
化
そ
の
も
の

を
、
国
内
は
も
と
よ
り
海
外
に
ま
で
伝
え
て
く
れ

る
文
化
使
節
の
役
割
を
も
担
っ
て
く
れ
て
い
る
。

伝
統
的
工
芸
品
産
業
は
、
ま
さ
に
、「
世
界
に
向
け

て
の
地
域
の
顔
」な
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
自
治
体
に
お
い
て
、
伝
統
的
工
芸

品
産
業
と
そ
の
品
々
の
有
す
る
普
遍
的
価
値
を
再

認
識
し
、
そ
の
振
興
へ
の
努
力
を
継
続
的
に
行
っ

て
い
た
だ
け
る
こ
と
を
願
っ
て
や
ま
な
い
。

「
全
国
伝
統
的
工
芸
品
セ
ン
タ
ー
」

〒
1
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西
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「
も
の
づ
く
り
の
ま
ち
高
岡
」

　
〜
技
の
継
承
と
革
新
を
目
指
す
〜

高た
か
お
か岡

市
長　

髙た
か
は
し橋

正ま
さ
き樹

　
万
葉
と
も
の
づ
く
り
の
ま
ち

　

高
岡
市
は
、
北
を
富
山
湾
、
西
を
二
上
山
か
ら
連

な
る
西
山
丘
陵
に
面
し
、
庄
川
、
小
矢
部
川
が
貫
流

す
る
豊
か
な
自
然
に
恵
ま
れ
た
、
富
山
県
西
部
の
中

核
都
市
で
あ
る
。

　

高
岡
は
古
く
か
ら
越
中
国
府
と
し
て
栄
え
、
万
葉

歌
人
で
あ
り
万
葉
集
の
編
者
で
も
あ
る
大
伴
家
持
卿

が
、
越
中
の
国
守
と
し
て
赴
任
し
た
地
で
も
あ
る
。

家
持
卿
が
愛
し
た
四
季
折
々
の
二
上
山
や
万
年
雪
を

抱
く
立
山
連
峰
、
海
越
し
に
こ
れ
を
一
望
で
き
る
雨

晴
海
岸
を
は
じ
め
、
美
し
い
越
中
の
風
物
は
今
も
変

わ
ら
な
い
。
家
持
卿
が
２
２
０
余
首
も
の
万
葉
歌
を

詠
ん
だ
代
表
的
な
万
葉
故
地
で
あ
る
。

　

近
世
に
至
り
、
前
田
利
長
公
の
計
画
的
な
ま
ち

の
形
成
に
よ
っ
て
、
利
長
公
の
菩
提
寺
で
あ
る
国
宝

瑞
龍
寺
を
は
じ
め
多
く
の
重
要
文
化
財
や
古
い
街
並

み
、
全
国
屈
指
の
水
濠
を
持
つ
古
城
公
園
な
ど
、
歴

史
的
・
文
化
的
資
産
が
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
高
岡
銅
器
や
漆
器
な
ど
の
４
０
０
年
来

の
伝
統
産
業
や
ア
ル
ミ
、
化
学
・
薬
品
、
紙
・
パ
ル

プ
な
ど
の
近
代
工
業
な
ど
、
も
の
づ
く
り
の
町
と
し

て
も
知
ら
れ
て
い
る
。

　

万
葉
の
故
地
と
し
て
の
歴
史
と
江
戸
時
代
に
起

こ
っ
た
工
芸
産
業
の
も
の
づ
く
り
の
歴
史
を
誇
る
本

市
は
、
６
月
に「
歴
史
ま
ち
づ
く
り
法
」に
基
づ
く
い

わ
ゆ
る「
歴
史
都
市
」の
認
定
を
受
け
、
市
民
と
と
も

に
歴
史
と
も
の
づ
く
り
文
化
の
雰
囲
気
を
楽
し
め
る

ま
ち
づ
く
り
を
進
め
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
伝
統
工
芸
産
業
の
銅
器
・
漆
器
の
起
こ
り

　

本
市
は
一
昨
年
、
開
町
４
０
０
年
を
迎
え
た
。
慶

長
14
年（
１
６
０
９
）に
加
賀
藩
２
代
藩
主
・
前
田
利

長
公
が
町
を
開
き
、
産
業
振
興
策
と
し
て
鋳
物
師
７

人
が
高
岡
、
金
屋
の
地
に
招
か
れ
た
。
鋳
物
場
と
と

も
に
５
０
０
０
坪
の
拝
領
地
を
与
え
ら
れ
、
諸
役
の

免
除
を
受
け
る
な
ど
、
高
岡
銅
器
は
発
祥
以
来
、
加

賀
藩
の
い
わ
ば
企
業
誘
致
と
産
業
政
策
に
よ
っ
て
発

展
を
続
け
て
き
た
。

　

ま
た
、
時
を
同
じ
く
し
て
漆
器
産
業
も
、
城
と
町

が
作
ら
れ
て
い
く
中
で
前
田
家
ゆ
か
り
の
地
か
ら
移

住
し
て
き
た
木
地
職
人
や
塗
り
職
人
に
よ
っ
て
形
成

さ
れ
、
技
工
に
優
れ
た
職
人
を
多
数
輩
出
し
て
き
た
。

　

国
指
定
の
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て

い
る
高
岡
御
車
山
の
装
飾
を
手
掛
け
る
な
ど
、
優
れ

た
工
芸
品
を
数
多
く
生
み
出
し
て
い
る
。

　
高
岡
の
伝
統
産
業
の
現
状

　

国
の
伝
統
的
工
芸
品
産
業
の
振
興
に
関
す
る
法
律

（
伝
産
法
）に
基
づ
く
、
第
一
次
指
定（
11
産
地
）に
よ

り
、
昭
和
50
年
に
高
岡
銅
器
が
伝
統
的
工
芸
品
産
地

と
な
っ
た
。
引
き
続
き
高
岡
漆
器
が
指
定
さ
れ
、
国

や
県
、
市
の
支
援
を
得
な
が
ら
新
商
品
開
発
や
販
路

開
拓
、
人
材
育
成
な
ど
に
取
り
組
ん
で
き
た
。

　

し
か
し
近
年
、
伝
統
工
芸
産
業
は
、
生
活
様
式
の

変
化
や
嗜し
こ
う好

の
多
様
化
な
ど
を
背
景
に
大
変
厳
し
い

状
況
に
お
か
れ
て
い
る
。

　

高
岡
銅
器
の
販
売
額
は
平
成
２
年
を
ピ
ー
ク
に
減

少
が
続
い
て
お
り
、
平
成
21
年
度
に
は
、
１
２
７
億

円
と
最
盛
期
の
１
／
３
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
漆

器
も
同
じ
く
ピ
ー
ク
時
の
１
／
４
程
度
に
ま
で
減
少

し
て
い
る
。
問
屋
や
メ
ー
カ
ー
、
職
人
の
減
少
に
加

え
て
高
齢
化
に
よ
る
廃
業
な
ど
に
よ
り
、
各
組
合
員
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数
は
軒
並
み
減
少
し
て
お
り
、
銅
器
の
組
合
員
数
は
、

現
在
２
７
１
社
、
１
６
４
４
人
と
な
っ
て
い
る
。
ま

た
、
製
造
お
よ
び
加
工
業
者
の
59
％
が
50
歳
以
上
と

な
っ
て
い
る
。
漆
器
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
厳
し
い

状
況
で
あ
る
。

　
デ
ザ
イ
ン
・
工
芸
の
支
援
施
設
の 

　
充
実
と
新
事
業
の
展
開

　

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
貴
重
な
伝
統
産
業

を
支
援
し
発
展
さ
せ
る
た
め
、
平
成
11
年
に
は
「
高

岡
市
デ
ザ
イ
ン
・
工
芸
セ
ン
タ
ー
」
が
ス
タ
ー
ト
し

た
。
同
セ
ン
タ
ー
を
中
心
と
し
て
、
各
般
の
振
興
策

を
展
開
し
て
き
た
事
業
の
主
要
な
も
の
が
次
の
通
り

で
あ
る
。

（
１
）「
新
ク
ラ
フ
ト
産
業
・
デ
ザ
イ
ン
育
成
支
援
事

業
」
〜
市
場
競
争
力
の
あ
る
企
業
を
育
て
産
地
を
活

性
化
さ
せ
る
た
め
に
〜

　

経
営
者
や
技
術
者
に
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
や
プ
ロ

デ
ュ
ー
ス
能
力
を
身
に
付
け
さ
せ
、
併
せ
て
デ
ザ
イ

ン
マ
イ
ン
ド
の
醸
成
を
図
る
こ
と
を
通
じ
て
、
企
画

力
や
新
商
品
開
発
力
を
高
め
、
産
地
を
活
性
化
さ
せ

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
事
業
で
あ
る
。
事
業
の
実
施

に
あ
た
っ
て
は
、
新
進
気
鋭
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
や
デ
ザ

イ
ン
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
を
招し
ょ
う
へ
い聘し

、
新
し
い
商
品
開

発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
展
開
し
た（
現
在
ま
で
４
つ
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
実
施
）。

　

本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
成
果
と
し
て
「
技
を
売
る
」
を

コ
ン
セ
プ
ト
に
し
た
法
人
会
社
ハ
イ
ヒ
ル（「
高
岡
4

4

」の

地
名
に
由
来
す
る
）
の
設
立
を
は
じ
め
、
国
内
は
も

と
よ
り
世
界
に
販
路
を
求
め
る
メ
ー
カ
ー
も
生
ま
れ

て
き
た
。
こ
れ
ら
の
企
業
の
成
功
が
呼
び
水
と
な
り
、

問
屋
や
メ
ー
カ
ー
な
ど
が
触
発
さ

れ
、
ジ
ャ
パ
ン
ブ
ラ
ン
ド
育
成
支

援
事
業
の
採
択
、
国
際
的
見
本
市

に
出
展
す
る
メ
ー
カ
ー
が
増
え
る

な
ど
の
動
き
が
生
ま
れ
て
き
た
。

（
２
）「
伝
統
技
術
の
保
存
・
継
承
事

業
」〜
優
れ
た
人
財
づ
く
り
の
た
め

に
〜

　

金
属
工
芸
・
漆
工
芸
の
伝
統
技

術
を
継
承
す
る
た
め
、「
技
術
者
養

成
ス
ク
ー
ル
」
を
開
設
し
て
い
る
。

　

金
工
は
彫
金
技
法
、
漆
工
は
塗

り
と
蒔ま
き
え絵
技
法
を
４
年
間
で
習
得

さ
せ
て
お
り
、
こ
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
充
実
や
新
た

に
造
形
デ
ザ
イ
ン
を
学
べ
る
単
年
度
コ
ー
ス
を
設
け

る
な
ど
工
夫
を
こ
ら
し
な
が
ら
、「
人
財
」（
宝
と
な
る

人
材
）の
育
成
に
努
め
て
き
た
。

　

技
術
面
で
は
、
市
が
指
定
す
る
「
高
岡
市
伝
統
工

芸
産
業
技
術
保
持
者
」
が
講
師
と
な
っ
て
実
践
的
、

専
門
的
な
指
導
に
あ
た
る
ほ
か
、
地
元
富
山
大
学
芸

術
文
化
学
部
と
の
連
携
に
よ
っ
て
、
デ
ザ
イ
ン
面
も

含
め
た
総
合
的
な
技
術
者
育
成
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
提

供
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
上
級
の
伝
統
工
芸
技
術
を
身
に
付
け
、

独
立
を
目
指
す
た
め
の
コ
ー
ス
と
し
て
、
本
養
成
ス

ク
ー
ル
修
了
者
や
美
術
系
大
学
卒
業
者
を
対
象
に
、

育
成
者
と
継
承
者
が
マ
ン
ツ
ー
マ
ン
で
技
術
習
得
を

行
う
「
伝
統
工
芸
後
継
者
確
保
育
成
事
業
」
を
設
け
、

体
系
的
な
人
材（
職
人
）育
成
を
図
っ
て
い
る
。

（
３
）「
高
岡
の
も
の
づ
く
り
ブ
ラ
ン
ド
の
発
信
」

　

高
岡
の
ク
ラ
フ
ト
・
デ
ザ
イ
ン
情
報
を
発
信
す
る

た
め
、
デ
ザ
イ
ン
情
報
誌
「
ム
ー
ヴ
ィ
ン
」
の
発
刊
お

よ
び
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
充
実
に
努
め
て
い
る
。

　
「
ム
ー
ヴ
ィ
ン
」
は
、
高
岡
の
デ
ザ
イ
ン
ム
ー
ブ
メ

ン
ト
や
も
の
づ
く
り
の
現
場
、
新
商
品
な
ど
を
紹
介

し
、
全
国
へ
向
け
配
布
し
て
い
る
も
の
で
、
デ
ザ
イ

ン
、
ク
ラ
フ
ト
関
係
者
な
ど
か
ら
高
い
評
価
を
頂
い

て
い
る
。
ま
た
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、
セ
ン
タ
ー

事
業
は
も
と
よ
り
、
関
連
企
業
を
紹
介
す
る
「
高
岡

ク
ラ
フ
ト
マ
ッ
プ
」や
各
種
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
を

通
じ
て
、
紙
と
電
子
メ
デ
ィ
ア
を
連
動
さ
せ
な
が
ら
、

も
の
づ
く
り
ブ
ラ
ン
ド
の
発
信
に
努
め
て
い
る
。

　「
新
産
業
創
造
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
の
創
設 

　
〜
地
場
産
業
強
化
と
新
し
い
産
業
形
成
に
向
け
て
〜

　

本
市
で
は
、
平
成
22
年
度
、
地
場
産
業
の
新
た

な
支
援
策
を
講
ず
る
た
め
「
新
産
業
創
造
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
」を
創
設
し
た
。

　

市
単
独
の
新
商
品
開
発
や
販
路
開
拓
補
助
金
を
設

け
た
ほ
か
、
国
や
県
、
産
業
支
援
機
関
、
研
究
機
関
、

金
融
機
関
な
ど
と
連
携
し
、
伝
統
産
業
の
高
度
化

や
地
場
産
業
の
新
た
な
成
長
分
野
へ
の
進
出
に
向

け
た
取
り
組
み
に
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
で
支
援
を
行
う

も
の
で
あ
る
。

　

創
設
以
来
、
企
業
訪
問
に
よ
る
積
極
的
な
ニ
ー
ズ
、

シ
ー
ズ
調
査
に
基
づ
い
て
、
産
学
官
の
関
係
機
関
が

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
通
じ
て
密
接
に
連
携
し
合
う
こ

と
で
、
地
域
資
源
活
用
事
業
な
ど
の
国
や
県
の
大
が

か
り
な
支
援
事
業
の
採
択
件
数
が
増
え
て
き
て
い
る
。

採
択
企
業
の
中
か
ら
は
、
時
代
感
覚
に
マ
ッ
チ
し
た
新

た
な
商
品
開
発
や
海
外
へ
の
販
路
開
拓
に
取
り
組
み
、

実
績
に
結
び
つ
け
る
事
例
な
ど
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

の
機
能
は
着
実
に
成
果
が
出
て
き
て
い
る
。

　
特
色
あ
る
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
・
小
中
学
校
の 

　
児
童
生
徒
が
伝
統
産
業
を
学
ぶ

　

地
域
活
性
化
の
源
は
、
地
域
や
郷
土
を
愛
し
誇
り

を
持
っ
て
地
域
の
課
題
に
取
り
組
む
人
材
の
育
成
で

あ
る
。
高
岡
固
有
の
「
も
の
づ
く
り
・
デ
ザ
イ
ン
」
の

技
と
心
を
、
学
校
の
現
場
で
若
い
世
代
に
継
承
し
て

い
く
た
め
、「
も
の
づ
く
り
・
デ
ザ
イ
ン
人
材
育
成
特

区
」
の
認
定
を
受
け
、
平
成
18
年
度
か
ら
、
正
課
の

授
業
と
し
て
、
市
内
40
校
の
小
学
５
、６
年
生
、
中

学
１
年
生
全
員
を
対
象
に「
も
の
づ
く
り
・
デ
ザ
イ
ン

科
」を
実
施
し
て
い
る
。

　

授
業
で
は
、
高
岡
の
伝
統
工
芸
に
つ
い
て
学
習
す

る
と
と
も
に
、
特
に
伝
統
産
業
に
従
事
す
る
職
人
を

講
師
に
、
鋳
物
や
塗
り
な
ど
の
実
技
体
験
を
行
っ
て

い
る
。　

　

こ
れ
ら
の
授
業
を
通
じ
て
、
地
場
産
業
へ
の
理
解

と
「
も
の
づ
く
り
・
デ
ザ
イ
ン
の
ま
ち
」
と
し
て
の
意

識
の
醸
成
を
図
り
、
産
業
を
支
え
る
人
材
の
育
成

や
地
場
産
業
の
活
性
化
に
つ
な
げ
た
い
と
考
え
て
い

る
。
現
在
ま
で
、
約
１
万
３
０
０
０
人
近
い
生
徒
が

学
ん
で
お
り
、
伝
統
工
芸
の
フ
ァ
ン
、
後
継
者
と
し

て
の
人
材
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

　
匠た
く
みの
技
で
修
理
ビ
ジ
ネ
ス
の
展
開
を
目
指
す

　

本
市
で
は
、
平
成
20
年
に
高
岡
地
域
文
化
財
等
修

理
協
会
を
設
立
し
、
祭
屋
台
な
ど
の
文
化
財
修
理
を

開
始
し
た
。
本
市
に
は
国
指
定
の
重
要
有
形
・
無
形

民
俗
文
化
財
の
御
車
山
が
７
基
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の

修
理
は
こ
れ
ま
で
県
外
で
行
わ
れ
て
き
た
。
一
方
、

高
岡
に
は
金
工
、
漆
、
木
工
な
ど
の
優
れ
た
技
術
者

が
お
り
、
こ
れ
ら
を
活
用
し
て
高
岡
で
修
理
を
行
う

た
め
に
は
、
全
国
祭
屋
台
等
製
作
修
理
技
術
者
会
へ

の
会
員
登
録
が
必
要
で
あ
っ
た
。
幸
い
本
市
が
独
自

の
技
術
者
認
定
制
度
を
持
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、

現
在
12
名
の
技
術
者
の
登
録
に
こ
ぎ
つ
け
る
こ
と
が

で
き
、
修
理
協
会
の
設
立
と
併
せ
て
、
文
化
財
修
理

の
事
業
化
に
向
け
て
大
き
く
前
進
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
ま
た
、
技
術
者
養
成
ス
ク
ー
ル
の
修
了
生
を
修

理
に
参
加
さ
せ
る
こ
と
で
、
技
術
の
継
承
も
可
能
に

な
っ
た
。
全
国
に
は
多
く
の
祭
屋
台
が
あ
る
の
で
、

修
理
技
術
の
技
の
高
さ
を
周
知
し
、
ビ
ジ
ネ
ス
に
つ

な
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
技
術
者
に
仕
事
が
安
定
的

に
行
き
渡
る
こ
と
に
も
な
り
、
修
理
ビ
ジ
ネ
ス
の
確

立
に
大
き
な
期
待
を
寄
せ
て
い
る
。

　
継
承
と
革
新
を
目
指
し
未
来
へ
つ
な
ぐ

　

こ
れ
か
ら
の
伝
統
工
芸
産
地
の
も
の
づ
く
り
に

は
、
伝
統
の
匠
の
技
を
生
か
す
面
と
時
代
の
ラ
イ
フ

ス
タ
イ
ル
に
即
し
た
商
品
開
発
の
両
面
か
ら
展
開
が

求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

４
０
０
年
の
伝
統
に
裏
打
ち
さ
れ
た
匠
の「
技
」と

「
心
」
を
、
次
の
５
０
０
年
、
１
０
０
０
年
に
通
ず
る

も
の
と
し
て
継
承
、
発
展
さ
せ
な
が
ら
、
現
代
的
な

感
性
に
よ
っ
て
革
新
を
進
め
、
新
た
な
産
業
へ
の
展

開
を
目
指
し
て
振
興
策
を
講
じ
て
い
く
こ
と
が
肝
要

で
あ
る
。

　

こ
の
た
め
に
は
産
学
官
が
連
携
、
協
力
し
て
知
恵

を
出
し
合
い
、
一
体
に
な
っ
て
「
も
の
づ
く
り
ま
ち
」

と
し
て
の
未
来
を
築
い
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。 高岡御車山祭　市内中心部での勢ぞろい（毎年5月1日開催）

重要有形民俗文化財　御車山の車輪修理現場
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や
き
も
の
の
里
か
ら
国
際
陶
芸
産
業
都
市
へ

材
部
門
の
大
き
な
下
降
が
続
い
て
い
る
。

　

モ
ノ
あ
ま
り
が
叫
ば
れ
る
昨
今
、
長
引
く
不
況

や
消
費
の
低
迷
に
よ
り
、
信
楽
焼
の
生
産
額
は
下

降
の
一
途
を
た
ど
り
、
こ
こ
20
年
間
で
４
分
の
１

の
生
産
額
に
ま
で
落
ち
込
み
、
危
機
的
な
状
況
と

な
っ
て
い
る
。

　
特
区
事
業
の
取
り
組
み

　

こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
何
と
か
打
開
を
図
ろ
う

と
平
成
18
〜
22
年
度
に
取
り
組
ん
だ
の
が
、「
国
際

陶
芸
産
業
都
市
」特
区
事
業
で
あ
る
。

　

こ
の
制
度
は
、
地
域
固
有
の
資
源
や
特
性
を
生

か
し
た
力
強
い
取
り
組
み
を
、
滋
賀
県
が
経
済
振

興
特
区
に
認
定
し
５
年
間
集
中
的
な
支
援
を
行
う

も
の
で
、
全
国
で
も
初
の
試
み
で
あ
る
。

　

特
区
期
間
中
は
、
こ
れ
ら
を
推
進
す
る
特
別
部
署

を
市
役
所
内
に
設
け
、
官
民
連
携
に
よ
る
事
業
実
施

を
心
掛
け
な
が
ら
、
信
楽
焼
産
地
を
国
際
的
に
も
通

じ
る
産
業
都
市
に
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
海
外
へ
の

販
路
開
拓
、
新
商
品
開
発
、
環
境
関
連
産
業
推
進
、

伝
統
産
業
保
存
振
興
、
人
材
育
成
、
観
光
振
興
な
ど

さ
ま
ざ
ま
な
事
業
を
展
開
し
て
き
た
。

　

信
楽
焼
産
地
に
は
、
多
様
な
窯
業
関
連
施
設
や
芸

術
家
が
集
う
国
際
交
流
施
設
な
ど
が
集
積
し
て
お

り
、
こ
れ
ら
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
最
大
限
に
生
か
し

な
が
ら
、
信
楽
焼
の「
個
性
」や「
ら
し
さ
」を
い
か
に

し
て
打
ち
出
せ

る
か
を
業
界
団

体
一
丸
と
な
っ

て
進
め
、
特
区

事
業
を
通
じ
て

デ
ザ
イ
ン
や
ク

オ
リ
テ
ィ
ー
の

向
上
な
ど
世
界

に
通
ず
る
も
の

づ
く
り
や
ブ
ラ

ン
ド
強
化
に
取

り
組
み
、
世
界

中
か
ら
バ
イ

ヤ
ー
た
ち
が
訪

れ
る
よ
う
な
国

際
的
な
ま
ち
と
な
る
こ
と
を
目
指
し
た
。

　
信
楽
ま
ち
な
か
芸
術
祭

　

５
年
間
の
特
区
事
業
の
集
大
成
と
し
て

２
０
１
０
年
秋
に
開
催
し
た
の
が
、
信
楽
陶
芸
ト

リ
エ
ン
ナ
ー
レ
２
０
１
０
『
信
楽
ま
ち
な
か
芸
術

祭
』で
あ
る
。

　

ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
は
イ
タ
リ
ア
語
で
３
年
に
一

度
の
芸
術
祭
を
意
味
す
る
が
、
信
楽
地
域
の
５
会

場
で
陶
芸
を
テ
ー
マ
と
し
た
催
し
を
開
催
し
た
。

　

約
千
年
の
永
き
に
渡
っ
て
、
産
地
を
形
成
し
て

き
た
信
楽
に
は
、
今
も
陶
産
地
と
し
て
の
独
特
の

風
土
や
景
観
が
残
さ
れ
て
お
り
、
や
き
も
の
を

生な
り
わ
い業

に
す
る
人
々
は
、
仕
事
場
と
住
ま
い
が
隣
接

す
る
、
職
住
一
体
型
の
生
活
を
こ
の
地
で
脈
々
と

営
ん
で
き
た
。

　

国
際
陶
芸
産
業
都
市
と
し
て
世
界
に
も
認
知
さ

れ
始
め
た
今
日
で
も
、
往
時
の
生
活
と
変
わ
ら
な

い
も
の
づ
く
り
の
営
み
が
生
き
続
け
て
い
る
。

　
『
信
楽
ま
ち
な
か
芸
術
祭
』
は
、
こ
の
ま
ち
だ
か

ら
残
す
こ
と
が
で
き
た
「
自
然
と
人
と
創
造
」
の
か

た
ち
を
、
ま
ち
を
歩
き
、
触
れ
合
う
こ
と
で
体
感

し
て
い
た
だ
く
催
し
で
あ
る
。

　

ま
ち
の
地
域
資
源
を
掘
り
起
こ
し
、
磨
き
上
げ

な
が
ら
、
決
し
て
背
伸
び
す
る
こ
と
の
な
い
、
等

身
大
の
イ
ベ
ン
ト
を
コ
ン
セ
プ
ト
と
し
、
ま
ち
な

か
の
空
き
倉
庫
や
商
店
街
の
空
き
店
舗
、
神
社
の

境
内
な
ど
地
域
に
眠
る
資
源
を
、
展
示
空
間
と
し

　
甲
賀
市
の
概
況

　

甲
賀
市
は
、
滋
賀
県
の
東
南
部
に
位
置
し
、
人

口
が
約
９
万
５
０
０
０
人
、
面
積
が
４
８
１
・
69 

㎢
の
街
で
、
歴
史
・
文
化
・
産
業
に
お
い
て
さ
ま

ざ
ま
な
資
源
を
有
し
て
い
る
。

　

古
く
は
、
大
海
人
皇
子
、
後
の
天
武
天
皇
と
大

友
皇
子
が
王
位
継
承
で
争
っ
た
壬
申
の
乱
の
舞
台

に
な
り
、
さ
ら
に
は
紫
香
楽
の
宮
が
建
立
さ
れ
た

所
と
し
て
日
本
史
に
登
場
し
た
。

　

ま
た
、
東
海
道
五
十
三
次
の
土
山
宿
・
水
口
宿

を
有
し
、
街
道
文
化
が
開
け
た
所
で
あ
り
、
甲
賀

流
忍
術
発
祥
の
地
と
し
て
も
全
国
に
名
を
は
せ
て

い
る
。

　
信
楽
焼
の
低
迷

　

日
本
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
長
年
培
わ
れ
て

き
た
さ
ま
ざ
ま
な
伝
統
工
芸
品
が
あ
り
、
織
物
、

木
工
、
漆
器
、
陶
磁
器
な
ど
実
に
２
０
０
を
超
え

る
品
目
が
国
指
定
の
伝
統
工
芸
品
と
な
っ
て
い
る
。

　

国
の
機
関
が
実
施
し
た
伝
統
的
工
芸
品
の
認
知

度
調
査
に
よ
る
と
、
本
市
の
地
場
産
業
で
あ
る
信

楽
焼
が
全
国
で
第
３
位
、
関
西
で
は
１
位
と
い
う

結
果
が
公
表
さ
れ
て
い
る
。
博
多
人
形
や
西
陣
織

な
ど
数
あ
る
全
国
ブ
ラ
ン
ド
を
抑
え
、
第
３
位
を

獲
得
し
た
こ
と
は
大
変
誇
ら
し
く
、
信
楽
焼
は
ま

さ
に
本
市
を
代
表
す
る
地
場
産
業
で
あ
る
。

　

そ
の
時
代
の
人
々
の
生
活
と
と
も
に
、
多
種
多

様
の
や
き
も
の
を
生
産
し
て
き
た
信
楽
焼
で
あ
る

が
、
全
国
的
に
は
愛あ
い
き
ょ
う嬌
の
あ
る
狸
の
置
物
や
花
器
、

う
つ
わ
な
ど
が
有
名
で
あ
る
。
信
楽
の
土
は
、
耐

火
性
に
富
み
、
腰
が
強
く
「
大
物
づ
く
り
」
に
適
し

て
お
り
、
現
在
の
主
力
商
品
は
、
建
築
用
タ
イ
ル

や
庭
園
陶
器
な
ど
の
大
物
商
品
と
な
っ
て
い
る
。

　

中
国
や
ベ
ト
ナ
ム
か
ら
の
廉
価
な
輸
入
商
品
の

攻
勢
を
受
け
、
国
内
の
陶
磁
器
産
地
は
厳
し
い
状

況
が
続
い
て
い
る
が
、
信
楽
焼
産
地
に
お
い
て
も
、

バ
ブ
ル
崩
壊
以
降
、
建
築
事
業
の
減
少
に
伴
い
建

甲こ
う
か賀
市
長　

中な
か
じ
ま嶋

武た
け
し嗣

窯元の風景

信楽まちなか芸術祭
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て
活
用
し
た
。

　

高
額
賞
金
を
用
意
し
た
陶
芸
展
や
有
名
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
を
招し
ょ
う
へ
い聘
す
る
よ
う
な
芸
術
祭
で
は
な
く
、

街
全
体
を
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム（
生
き
た

美
術
館
）と
し
て
と
ら
え
、
新
た
な
や
き
も
の
フ
ァ

ン
の
創
出
や
地
域
経
済
の
活
性
を
目
指
し
、
イ
ベ

ン
ト
会
社
や
広
告
代
理
店
に
頼
り
き
ら
ず
、
陶
器

業
界
関
係
者
や
関
係
機
関
そ
し
て
市
民
を
中
心
と

し
た
手
づ
く
り
の
イ
ベ
ン
ト
を
創
り
上
げ
た
。

　

ま
た
メ
イ
ン
会
場
に
一
極
集
中
す
る
囲
い
込
み

型
の
手
法
を
取
ら
ず
、
周
遊
ガ
イ
ド
を
片
手
に
会

場
を
自
由
に
散
策
す
る
オ
ー
プ
ン
型
・
ま
ち
な
か

周
遊
型
の
イ
ベ
ン
ト
が
特
徴
と
い
え
る
。

　

54
日
間
の
会
期
中
に
は
、
延
べ
約
１
０
０
０
人

の
市
職
員
を
動
員
し
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
タ
ッ
フ

と
と
も
に
ま
ち
な
か
で
の
案
内
誘
導
や
来
場
者
へ

の
お
も
て
な
し
を
行
い
、
か
つ
て
最
盛
期
に
活
躍

し
た
往
時
の
登
り
窯
が
こ
の
催
し
で
改
め
て
脚
光

を
浴
び
、
素
朴
な
陶
都
が
表
現
で
き
た
。

　

京
阪
神
や
中
部
地
区
を
中
心
と
し
て
約
23
万
人

の
来
場
者
に
は
、
信
楽
の
ま
ち
の
心
地
よ
さ
や
風

土
に
触
れ
て
い
た
だ
き
、
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は「
ま
ち

の
人
が
と
て
も
親
切
だ
っ
た
」「
ま
た
訪
れ
た
い
」と

い
っ
た
多
く
の
感
想
や
８
割
を
超
え
る
満
足
度
を

い
た
だ
い
た
。

　

ま
た
開
催
初
日
に
は
、
日
本
の
や
き
も
の
を
代

表
す
る
日
本
六
古
窯
の
所
在
首
長
を
招
き「
日
本
六

古
窯
サ
ミ
ッ
ト
」を
開
催
し
、
広
域
で
の
産
地
間
交

流
や
産
業
振
興
の
重
要
性
も
確
認
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
。

　
次
の
ス
テ
ッ
プ
へ

　

全
国
各
地
で
数
億
円
規
模
の
芸
術
祭
が
開
催
さ

れ
て
い
る
昨
今
、
新
た
な
ハ
コ
モ
ノ
や
目
玉
と
な

る
創
作
品
も
皆
無
で
あ
る
当
市
の
取
り
組
み
は
大

き
な
チ
ャ
レ
ン
ジ
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
単
に
芸
術
作
品
を
鑑
賞
す
る
だ
け
で

な
く
、
伝
統
あ
る
ま
ち
の
風
景
を
見
て
い
た
だ
い

た
こ
と
が
、
来
場
者
に
本
物
を
感
じ
て
い
た
だ
く

こ
と
に
つ
な
が
っ
た
と
自
負
し
て
い
る
。

　

こ
の
事
業
に
関
わ
っ
た
多
く
の
市
民
や
市
職
員
か

ら
も
、
地
域
資
源
の
発
見
や
自
ら
の
ま
ち
の
素
晴
ら

し
さ
を
再
認
識
し
た
と
い
う
声
を
い
た
だ
い
た
。

　

地
場
産
業
に
と
っ
て
は
、
今
後
も
厳
し
い
時
代

が
続
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
が
、
産
地
全
体
を

牽け
ん
い
ん引
す
る
若
い
力
や
地
域
を
愛
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー

が
さ
ら
に
育
ち
、
次
へ
の
ス
テ
ッ
プ
を
踏
み
出
す

原
動
力
と
な
っ
て
い
く
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

　

行
政
と
し
て
も
、
千
年
と
い
う
長
い
間
途
絶
え

る
こ
と
な
く
続
い
て
き
た
伝
統
産
業
の
火
を
、
こ

れ
か
ら
も
未
来
永
劫
に
わ
た
り
灯
し
続
け
て
い
く

こ
と
が
、
今
を
生
き
る
我
々
に
与
え
ら
れ
た
使
命

で
あ
る
と
考
え
る
。

新「
八
女
市
」の
合
言
葉

　
〜
あ
た
ら
し
い
郷
土
づ
く
り
〜

八や

め女
市
長　

三み

た

む

ら

田
村
統つ

ね
ゆ
き之

　
八
女
市
の
概
要

　

八
女
市
は
、
平
成
18
年
10
月
に
上
陽
町
、
同
22

年
２
月
に
黒
木
町
、
立
花
町
、
矢
部
村
、
星
野
村

と
の
歴
史
的
な
大
合
併
を
果
た
し
、
新
「
八
女
市
」

と
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
た
。

　

福
岡
県
下
第
２
位
の
面
積
を
有
す
る
本
市
に
は
、

清
流
矢
部
川
や
県
下
最
高
峰
の
釈
迦
岳
な
ど
の
美

し
い
自
然
、
内
外
に
誇
れ
る
歴
史
、
伝
統
、
文
化
、

そ
し
て
全
国
ブ
ラ
ン
ド
の
「
八
女
茶
」
に
代
表
さ
れ

る
豊
富
な
農
産
物
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
か
け
が
え

の
な
い
私
た
ち
の
宝
で
あ
り
、
新
市
発
展
の
た
め

の
貴
重
な
地
域
資
源
と
し
て
、
大
切
に
育
て
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

近
年
は
、
少
子
高
齢
化
、
高
度
情
報
化
、
国
際

化
な
ど
の
進
展
に
よ
り
私
た
ち
の
暮
ら
し
も
様
変

わ
り
し
、
市
政
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
が
一

層
進
ん
で
い
る
。
ま
た
、
長
期
に
わ
た
る
景
気
の

低
迷
は
、
農
林
業
や
中
小
企
業
に
大
き
な
影
響
を

与
え
、
生
産
農
家
の
減
少
や
企
業
の
倒
産
な
ど
も

引
き
起
こ
し
て
お
り
、
時
代
の
変
化
や
現
状
を
的

確
に
と
ら
え
た
取
り
組
み
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

市
の
財
政
状
況
は
、
合
併
特
例
法
の
優
遇
措
置

が
あ
る
も
の
の
、
中
・
長
期
的
な
見
通
し
は
厳
し

く
、
今
後
ま
す
ま
す
進
む
地
方
分
権
時
代
の
中
で
、

自
立
し
た
行
政
経
営
を
展
開
し
て
い
く
た
め
に
は
、

一
層
の
行
財
政
改
革
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
中
、
市
民
と
行
政
が
協
働
し
、
新

し
い
時
代
を
切
り
開
き
、
ま
ち
づ
く
り
を
総
合
的

か
つ
計
画
的
・
効
率
的
に
進
め
る
た
め
の
指
針
と

し
て
、
本
年
３
月
第
４
次
八
女
市
総
合
計
画
・
前

期
基
本
計
画
を
策
定
し
た
。
基
本
構
想
で
は
「
自

然
・
歴
史
・
伝
統
文
化
を
育
み
、
ふ
る
さ
と
を
誇

り
愛
す
る
、
美
し
い
ま
ち
づ
く
り
」を
基
本
理
念
の

一
つ
に
掲
げ
、
目
指
す
将
来
都
市
像
を「
ふ
る
さ
と

の
恵
み
を
生
か
し　

安
心
し
て
心
ゆ
た
か
に
暮
ら

せ
る　

交
流
都
市　

八
女
」と
定
め
た
。

　

こ
の
将
来
目
標
に
向
け「
〜
あ
た
ら
し
い
郷く

に土
づ

く
り
〜
」
を
合
言
葉
に
、
市
民
が
一
体
と
な
っ
た

「
誰
も
が
ふ
る
さ
と
を
愛
し
、
ふ
る
さ
と
を
誇
れ
る

ま
ち
」を
つ
く
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
伝
統
工
芸
の
ま
ち
　
八
女

　

本
市
は
伝
統
工
芸
産
業
が
盛
ん
な
地
域
で
あ
る
。

特
に
「
八
女
福
島
仏
壇
」「
八
女
提
灯
」
は
国
の
伝
統

的
工
芸
品
に
指
定
さ
れ
て
お
り
、
石
灯と
う
ろ
う籠

、
手
す

き
和
紙
、
和
ご
ま
、
竹
細
工
や
八
女
矢
な
ど
が
、

県
の
工
芸
品
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
地
域
に
密
着
し
た
産
業
と

し
て
地
域
経
済
に
大
き
く
寄
与
し
て
き
た
。
中
で

も
、
八
女
提
灯
は
、
薄
紙
の
八
女
手
す
き
和
紙
も

利
用
し
て
お
り
全
国
一
の
生
産
量
を
誇
っ
て
い
る
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
伝
統
工
芸
は
本
市
の
特
徴
的
な
産

業
で
あ
り
、
貴
重
な
歴
史
的
資
源
で
も
あ
る
が
、

近
年
の
生
活
習
慣
の
変
化
な
ど
に
よ
り
、
伝
統
工

芸
品
に
対
す
る
需
要
は
著
し
く
減
少
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
外
国
製
品
と
の
競
争
の
激
化
に
加
え
、

従
事
者
の
高
齢
化
お
よ
び
後
継
者
難
と
い
う
問
題

も
あ
り
、
そ
の
産
業
基
盤
は
低
下
し
て
お
り
、
本

市
の
伝
統
工
芸
産
業
を
と
り
ま
く
状
況
は
大
変
厳

日本六古窯所在市町長（左から篠山市長、常滑市長、瀬戸市長、甲賀市長（筆者）、越前町長、備前市長：平成22年10月1日）
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し
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

今
後
、
こ
れ
ら
の
伝
統
産
業
を
維
持
・
育
成
し

て
い
く
た
め
に
は
、
消
費
市
場
の
ニ
ー
ズ
を
と
ら

え
た
産
業
へ
の
再
生
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
う
い
っ
た
状
況
を
打
開
す
る
た
め
に
、
国
・

県
の
補
助
事
業
を
利
用
し
て
新
製
品
の
開
発
に
取

り
組
む
こ
と
と
し
、
八
女
商
工
会
議
所
が
事
務
局

と
な
り
「
や
め
伝
統
工
芸　

ブ
ラ
ン
ド
化
事
業
」
に

取
り
組
ん
だ
。

　

一
般
消
費
者
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
る
、
伝
統
工
芸

な
ら
で
は
の
「
感
性
」
を
生
か
し
た
「
八
女
ら
し
さ
」

を
感
じ
さ
せ
る
商
品
開
発
に
取
り
組
み
、
試
作
品
を

完
成
さ
せ
、
流
通
関
係
者
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
や
展
示

会
へ
の
出
展
な
ど
を
通
じ
て
商
品
化
へ
の
試
み
を
つ

づ
け
、
可
能
性
を
検
証
し
、
併
せ
て
ブ
ラ
ン
ド
名
を

「
八
女
本
流
」と
し
基
本
戦
略
を
検
討
し
た
。

　
「
ブ
ラ
ン
ド
」
と
い
う
視
点
で
八
女
の
伝
統
工
芸

産
業
全
体
を
包
括
的
に
と
ら
え「
伝
統
工
芸
の
ま
ち

八
女
」を
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
を
強
く
意
識
し
た
上

で
新
商
品
を
開
発
し
そ
の
販
路
を
探
る
。
新
商
品

を
、
一
定
の
基
準
や
テ
イ
ス
ト
の
下
で
複
数
の
商

品
を
ブ
ラ
ン
ド
化
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
開
発

し
、
販
路
開
拓
を
進
め
、
そ
の
販
売
の
実
績
の
積

み
重
ね
に
よ
り
「
伝
統
工
芸
の
ま
ち　

八
女
」
の
ブ

ラ
ン
ド
化
に
つ
な
げ
、
伝
統
工
芸
産
業
全
体
の
活

性
化
に
つ
な
が
る
こ
と
を
目
標
に
掲
げ
て
推
進
し

て
い
る
。

　

現
在
、「
八
女
本
流
」
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
、
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
開
設
し
て
運
営
を
行
っ
て
い
る
。

　

伝
統
工
芸
品
の
技
術
を
新
た
な
製
品
に
展
開
す

る
こ
と
は
、
伝
統
の
技
術
を
守
り
伝
え
て
い
く
こ

と
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　
人
材
育
成
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

　

市
で
は「
伝
統
的
工
芸
品
産
業
育
成
事
業
」「
県
指

定
特
産
工
芸
品
育
成
事
業
」の
名
目
で
、
各
伝
統
工

芸
団
体
が
実
施
し
て
い
る
伝
統
技
術
・
技
法
の
継

承
、
研
究
開
発
や
研
修
事
業
に
対
し
て
補
助
を

行
っ
て
お
り
、
人
材
育
成
の
一
助
と
な
っ
て
い
る

と
考
え
る
。

　

ま
た
、
八
女
福
島
仏
壇
仏
具
協
同
組
合
が
独
自

に
行
っ
て
い
た
後
継
者
育
成
へ
の
取
り
組
み
で
あ

る
市
内
の
小
中
学
校
へ
の
出
張
教
育
、
伝
統
技
術

の
体
験
事
業
に
対
し
、
本
年
度
か
ら「
伝
統
工
芸
品

教
育
事
業
」と
し
て
新
規
の
補
助
を
実
施
す
る
こ
と

と
し
た
。

　

合
併
に
よ
り
広
域
と
な
っ
た
小
中
学
校
の
児
童

生
徒
が
伝
統
技
術
を
体
験
す
る
こ
と
に
よ
り
、
伝

統
工
芸
産
業
に
対
す
る
理
解
が
深
ま
り
、
伝
統
技

術
に
対
す
る
誇
り
の
気
持
ち
の
浸
透
と
、
地
域
を

愛
す
る
気
持
ち
を
育
ん
で
い
き
た
い
と
考
え
る
。

そ
の
中
か
ら
、
将
来
伝
統
工
芸
産
業
へ
の
道
を
歩

む
者
も
出
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。

　

今
後
、
八
女
福
島
仏
壇
仏
具
協
同
組
合
だ
け
で

な
く
、
他
の
伝
統
工
芸
団
体
も
同
じ
よ
う
な
取
り

組
み
が
進
む
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

　
八
女
伝
統
工
芸
館
の
充
実

　

同
組
合
の
事
務
局
が
あ
る
八
女
伝
統
工
芸
館
も

そ
の
機
能
の
充
実
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

八
女
伝
統
工
芸
館
は
、
地
域
の
特
性
を
生
か
し

た
伝
統
工
芸
品
の
保
存
、
継
承
を
行
う
と
と
も
に

伝
統
工
芸
に
関
す
る
啓
発
普
及
を
図
る
こ
と
に
よ

り
、
地
場
産
業
の
健
全
な
育
成
お
よ
び
発
展
に
貢

献
し
、
併
せ
て
伝
統
工
芸
関
係
資
料
の
保
存
を
図

り
、
以
て
活
力
あ
る
地
域
経
済
社
会
の
形
成
お
よ

び
地
域
住
民
の
生
活
文
化
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
運
営
さ
れ
て
お
り
、
今
年
で
25

周
年
を
迎
え
る
。

　

目
的
達
成
の
た
め
、
各
伝
統
工
芸
団
体
な
ど
の

業
界
が
中
心
と
な
っ
て
八
女
の
特
性
を
生
か
し
た

運
営
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
の
運
営
方
法
の
再
確

認
の
時
期
が
き
て
い
る
。

　

本
年
度
は
、
八
女
伝
統
工
芸
館
で
収
益
事
業
と

し
て
行
っ
て
い
た
物
産
販
売
の
事
業
を
、
八
女
伝

統
工
芸
館
に
併
設
し
た
「
物
産
館
」
の
建
設
整
備
に

よ
り
、
合
併
に
よ
り
広
域
と
な
っ
た
豊
富
な
地
域

の
物
産
や
、
恵
ま
れ
た
観
光
資
源
を
活
用
し
た
地

域
観
光
情
報
の
発
信
事
業
と
併
せ
て
、
充
実
さ
せ

た
い
と
考
え
て
い
る
。
八
女
伝
統
工
芸
館
を
、
真

に
伝
統
工
芸
の
情
報
発
信
施
設
と
し
て
再
整
備
し
、

そ
の
機
能
の
充
実
を
図
る
た
め
に
、
指
定
管
理
団

体
で
あ
る
財
団
法
人
八
女
伝
統
工
芸
館
と
協
議
を

進
め
て
い
る
。

　

各
伝
統
工
芸
団
体
で
は
、
全
国
伝
統
的
工
芸
品

展
や
、
全
国
仏
壇
仏
具
展
へ
の
出
展
、
福
岡
市
の

ア
ク
ロ
ス
福
岡 

匠
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
の
物
産
展
の
開

催
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
Ｐ
Ｒ
に
努
め
て
い
る
。

　

ま
た
、
八
女
伝
統
工
芸
館
で
は
、
現
在「
八
女
伝

統
工
芸
の
情
報
発
信
事
業
」を
推
進
し
て
い
る
。
伝

統
工
芸
館
の
施
設
「
手
す
き
和
紙
資
料
館
」
の
後
継

技
術
者
の
育
成
と
手
す
き
和
紙
の
情
報
発
信
、
八

女
伝
統
工
芸
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
充
実
に
よ
る

伝
統
工
芸
の
情
報
発
信
サ
イ
ト
の
管
理
運
営
が
主

な
目
的
で
あ
る
。

　

手
す
き
和
紙
の
技
術
保
持
者
と
し
て
の
職
人
を

養
成
し
、
来
館
者
へ
の
製
造
工
程
の
実
演
と
製
品

を
通
じ
た
八
女
手
す
き
和
紙
の
情
報
発
信
の
実
施

と
、
八
女
地
域
の
特
徴
を
出
す
た
め
に
、
各
工
房

を
視
察
、
取
材
し
な
が
ら
八
女
伝
統
工
芸
の
情
報

を
集
積
・
整
理
し
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
情
報

発
信
を
行
っ
て
い
る
。
業
界
の
現
状
と
物
づ
く
り

の
達
人
の
情
熱
が
見
る
人
に
伝
わ
る
サ
イ
ト「
八
女

の
手
仕
事
」を
構
築
し
て
い
る
。

　
今
後
の
施
策
の
展
開
方
針

◦
伝
統
工
芸
の
技
術
を
生
か
し
、
伝
統
工
芸
産
業

を
育
成
し
て
い
く
た
め
、
市
場
ニ
ー
ズ
を
と
ら

え
た
商
品
開
発
な
ど
、
近
代
化
に
向
け
た
さ
ら

な
る
支
援
。

◦
伝
統
工
芸
産
業
の
感
性
を
現
代
に
生
か
し
た
ビ

ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
の
構
築
と
、
ブ
ラ
ン
ド
化
推
進
。

◦
八
女
伝
統
工
芸
館
を
拠
点
と
し
た
伝
統
産
業
の

情
報
発
信
力
の
強
化
。

◦
そ
の
他
、
経
営
基
盤
強
化
と
競
争
力
強
化
に
向

け
た
支
援
。

　

以
上
、
市
役
所
の
各
セ
ク
シ
ョ
ン
の
相
互
協
力

に
よ
る
、
市
を
挙
げ
た
施
策
の
展
開
を
行
っ
て
ま

い
り
た
い
。

八女伝統工芸館の外観

日本一の大型仏壇（八女伝統工芸館内）

手すき和紙資料館




