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伝統工芸・地場産業振興で
地域活性化

市
長
座
談
会

　

幾
世
代
に
も
わ
た
っ
て
地
域
に
根

付
い
て
い
る
伝
統
工
芸
や
地
場
産
業
。

昨
今
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化
、

大
量
生
産
方
式
に
よ
る
安
価
な
生
活

用
品
の
普
及
、
海
外
か
ら
の
安
価
な

輸
入
品
の
増
大
な
ど
に
よ
り
、
厳
し

い
状
況
が
続
く
中
、
地
域
資
源
で
も

あ
る
伝
統
工
芸
・
地
場
産
業
を
盛
り

立
て
て
、
地
域
の
活
性
化
に
つ
な
げ

よ
う
と
、
海
外
も
含
め
た
市
場
開
拓

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
施
策
を
進
め
る

都
市
自
治
体
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

座
談
会
で
は
伝
統
工
芸
・
地
場
産

業
の
振
興
に
努
め
る
亀
山
・
桐
生
市

長
、
片
岡
・
常
滑
市
長
、
平
木
・
橋

本
市
長
、
城
間
・
那
覇
市
長
に
お
集

ま
り
い
た
だ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
伝
統

工
芸
・
地
場
産
業
の
特
徴
、
ブ
ラ
ン

ド
化
に
向
け
た
取
り
組
み
、
観
光
資

源
と
し
て
の
活
用
、
後
継
者
育
成
に

向
け
た
施
策
な
ど
に
つ
い
て
、
幅
広

く
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。

（
本
文
中
の
役
職
名
・
敬
称
は
一
部
省

略
し
て
い
ま
す
）
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伝
統
工
芸
・
地
場
産
業
を
守
り
、
育
て
る

細
野　

伝
統
工
芸
は
、
こ
れ
ま
で
長
き
に
わ
た
っ
て
地

域
の
経
済
を
潤
し
て
き
た
こ
と
に
加
え
、
そ
の
地
に
伝

わ
る
文
化
や
伝
統
行
事
な
ど
も
金
銭
的
に
支
え
て
き

た
、
貴
重
な
地
域
資
源
の
一
つ
で
す
。
近
年
は
、
グ

ロ
ー
バ
ル
化
の
中
で
安
価
な
海
外
製
品
な
ど
に
押
さ
れ

が
ち
で
す
が
、
多
く
の
自
治
体
が
振
興
策
に
努
め
て
い

ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
各
都
市
の
伝
統
工
芸
・
地
場
産
業
の
特

徴
や
現
状
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

亀
山　

桐
生
市
は「
西
の
西
陣
、
東
の
桐
生
」と
言
わ
れ

る
よ
う
に
、
京
都
の
西
陣
と
並
び
称
さ
れ
る
織
物
の
産

地
で
あ
り
、
織
都
と
も
呼
ば
れ
て
き
ま
し
た
。

　

こ
の
桐
生
市
の
織
物
の
歴
史
は
古
く
、
続し
ょ
く
に
ほ
ん
ぎ

日
本
紀
に

は
西
暦
７
１
４
年（
和
銅
７
年
）に
朝
廷
に「
あ
し
ぎ
ぬ
」

を
納
め
た
と
の
記
録
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
ち
な
ん

で
、
桐
生
市
で
は
平
成
26
年
か
ら
27
年
に
か
け
て
、
織

都
１
３
０
０
年
を
記
念
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
行
事
を
開
催

し
ま
し
た
。

　

桐
生
織
は
、
国
の
伝
統
的
工
芸
品
に
指
定
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
織
物
だ
け
で
な
く
、
企
画
か
ら
製
品
化
ま
で

の
デ
ザ
イ
ン
、
撚ね
ん
し糸

、
編
み
、
刺
繍
、
縫
製
な
ど
、
繊

維
に
関
す
る
多
岐
に
渡
る
技
術
が
こ
の
地
域
に
集
積
し

て
い
ま
す
。
平
成
26
年
の
工
業
統
計
調
査
に
よ
る
と
、

従
業
員
４
人
以
上
の
事
業
所
の
う
ち
、
３
分
の
１
が
繊

維
関
係
の
事
業
者
で
あ
る
な
ど
、
繊
維
産
業
は
現
在
で

も
主
要
な
産
業
で
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
生
活
様
式
の
変
化
に
よ
る
和
装

離
れ
や
、
外
国
製
品
と
の
競
争
、
将
来
に
向
け
た
人

材
育
成
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
が
山
積
し
て
い
ま

す
。
桐
生
市
で
は
こ
う
し
た
課
題
の
解
決
に
向
け
て
、

関
連
団
体
と
連
携
し
な
が
ら
、
各
種
施
策
を
推
進
し

て
い
ま
す
。

　

特
に
市
外
に
向
け
た
情
報
発
信
や
Ｐ
Ｒ
に
は
力
を
入

れ
て
お
り
、
東
京
都
内
で
も
独
自
に
展
示
会
を
開
催
し

て
い
る
ほ
か
、
台
湾
で
の
国
際
見
本
市
や
ジ
ェ
ト
ロ
主

催
の
商
談
会
に
参
加
す
る
な
ど
、
国
内
外
で
の
販
路
開

拓
を
支
援
し
て
き
ま
し
た
。

　

繊
維
産
業
に
つ
い
て
は
、
事
業
所
数
の
減
少
や
技
術

者
の
高
齢
化
な
ど
、
厳
し
い
状
況
に
あ
り
ま
す
が
、
高

い
技
術
を
持
つ
市
内
企
業
の
発
展
を
図
る
た
め
、
さ
ま

ざ
ま
な
施
策
を
展
開
し
な
が
ら
、「
元
気
で
活
力
あ
る

ま
ち
づ
く
り
」を
推
進
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

片
岡　

日
本
古
来
の
陶
器
窯
の
う
ち
、
中
世
以
来
の
歴

史
を
誇
り
、
現
在
ま
で
生
産
が
続
い
て
い
る
６
つ
の
産

地
を「
日
本
六
古
窯
」と
呼
ん
で
い
ま
す
。
日
本
六
古
窯

の
う
ち
、
最
も
歴
史
が
古
く
、
大
き
い
産
地
だ
っ
た
の

が
常
滑
で
す
。

　

平
安
末
期
か
ら
約
１
０
０
０
年
の
歴
史
を
有
す
る
常

滑
焼
の
最
大
の
特
徴
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
ニ
ー
ズ

に
合
っ
た
製
品
を
作
り
上
げ
て
き
た
と
こ
ろ
に
あ
り
ま

す
。
近
代
以
降
は
、
朱
泥
の
急
須
、
土
管
、
焼
酎
瓶
、

建
築
陶
器
な
ど
、
生
活
に
身
近
な
日
常
雑
器
を
中
心
に

生
産
し
て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
現
在
は
出
荷
額
が
平
成
３
年
に
比
べ
て
お

よ
そ
半
分
に
、
事
業
所
の
数
も
３
分
の
１
強
に
減
少
す

る
な
ど
、
急
激
に
規
模
が
縮
小
し
て
い
ま
す
。
そ
の
中

で
、
近
年
は
タ
イ
ル
や
衛
生
陶
器
な
ど
、
大
規
模
工
場

桐生市は京都の西陣と
並び称される織物の産地。
豊富な歴史資源を
生かしながら、産業観光の
振興にも取り組んでいきます。

亀山 豊文
桐生市長（群馬県）

市内に残るノコギリ屋根工場。写真は国登録文化財の旧曽我織物工場
（桐生市）
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に
よ
る
工
業
製
品
が
出
荷
額
の
多
く
を
占
め
る
よ
う
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
中
で
、
常
滑
市
で
は
、「
常
滑
焼
海
外
戦

略
事
業
補
助
金
」
の
制
度
を
設
け
、
海
外
で
の
販
路
拡

大
に
向
け
た
出
展
事
業
な
ど
を
支
援
し
て
き
た
ほ
か
、

常
滑
焼
を
資
源
と
し
て
生
か
し
た
観
光
振
興
に
も
力
を

入
れ
て
き
ま
し
た
。
特
に
最
近
は
、
中
部
国
際
空
港
の

立
地
都
市
と
し
て
の
地
の
利
を
生
か
し
て
、
共
通
の
食

文
化
を
有
す
る
半
田
市
、
碧
南
市
、
西
尾
市
と
連
携
し

な
が
ら
、
新
た
な
観
光
資
源
を
創
り
出
す
「
竜
の
子
街

道
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」を
展
開
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
常
滑
市
で
は
、
平
成
25
年
に
、「
常
滑
焼
の

器
に
注
い
だ
地
酒
に
よ
る
乾
杯
を
推
進
す
る
条
例
」
を

制
定
し
ま
し
た
。
乾
杯
条
例
は
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
で
制

定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
地
酒
と
伝
統
工
芸
の
一
体
的
な

普
及
、
振
興
を
図
っ
た
条
例
は
全
国
で
も
初
め
て
の
も

の
で
し
た
。
同
時
に
、
地
元
の
若
者
に
常
滑
焼
の
次
代

を
担
っ
て
も
ら
お
う
と
、
人
材
育
成
に
向
け
た
取
り
組

み
も
進
め
て
い
ま
す
。

平
木　

橋
本
市
の
代
表
的
な
伝
統
工
芸
と
い
え
ば
パ
イ

ル
織
物
で
す
。
パ
イ
ル
織
物
は
霊
峰
高
野
山
へ
の
参
詣

口
の
一
つ
と
し
て
発
展
し
た
高
野
口
地
区
で
伝
統
的
に

織
ら
れ
て
き
た
織
物
で
、
新
幹
線
の
座
席
シ
ー
ト
や
国

会
議
事
堂
の
椅
子
、
さ
ら
に
は
有
名
な
デ
ザ
イ
ナ
ー
ズ

ブ
ラ
ン
ド
の
布
地
な
ど
に
使
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
世
界

的
に
も
高
度
な
技
術
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、「
最

終
製
品
」
で
は
な
く
、
素
材
生
地
で
の
出
荷
が
ほ
と
ん

ど
の
た
め
、
な
か
な
か
産
地
の
名
前
が
伝
わ
ら
な
い
こ

と
に
加
え
て
、
海
外
か
ら
の
輸
入
製
品
の
流
入
に
よ

り
、
価
格
競
争
に
巻
き
込
ま
れ
る
状
況
が
続
い
て
き
ま

し
た
。
そ
こ
で
、
私
が
市
長
に
就
任
以
降
、「
は
し
も

と
ブ
ラ
ン
ド
推
進
室
」
を
設
置
し
、
パ
イ
ル
織
物
の
ブ

ラ
ン
ド
化
の
推
進
、
独
自
商
品
の
開
発
に
力
を
入
れ
て

き
ま
し
た
。

　

大
量
生
産
、
大
量
消
費
の
時
代
が
終
わ
り
を
告
げ
る

中
、
い
か
に
小
ロ
ッ
ト
の
製
品
を
生
産
し
、
効
果
的
に

販
売
す
る
仕
組
み
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
企
画

販
売
を
担
う
東
京
の
会
社
と
コ
ラ
ボ
し
な
が
ら
、
試
験

的
に
事
業
を
進
め
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
今
後
は
高
度

な
技
術
を
生
か
し
て
、
新
た
に
産
業
資
材
へ
も
用
途
を

広
げ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

橋
本
市
を
代
表
す
る
も
う
一
つ
の
伝
統
工
芸
が
、
伝

統
的
工
芸
品
に
指
定
さ
れ
て
い
る
「
紀
州
へ
ら
竿
」
で

す
。
１
３
０
も
の
工
程
を
１
人
の
竿
師
が
担
い
、
完
成

ま
で
に
半
年
か
ら
１
年
も
の
歳
月
を
費
や
す
工
芸
品

で
、
以
前
は
一
本
１
０
０
万
円
の
値
段
が
つ
く
ほ
ど
高

価
な
も
の
で
し
た
が
、
近
年
は
カ
ー
ボ
ン
素
材
の
釣
竿

の
登
場
で
、
需
要
が
小
さ
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
そ

こ
で
、
市
独
自
の
補
助
金
制
度
を
設
け
、
海
外
へ
の
販

路
開
拓
な
ど
、
各
種
支
援
策
を
講
じ
て
い
ま
す
。

城
間　

那
覇
市
を
は
じ
め
、
沖
縄
県
は
全
国
的
に
見
て

も
、
数
多
く
の
工
芸
品
を
有
す
る
、「
工
芸
の
宝
島
」と

も
称
さ
れ
る
土
地
柄
で
す
。
琉
球
王
国
の
保
護
の
下
、

14
世
紀
以
来
中
国
を
は
じ
め
と
す
る
東
ア
ジ
ア
な
ど
の

海
外
や
日
本
と
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
交
流
・
交
易
を
通

し
て
、
19
世
紀
中
ご
ろ
に
磨
き
上
げ
ら
れ
、
完
成
し
た

多
種
多
様
な
工
芸
品
が
多
く
あ
り
ま
す
。
実
際
、
沖
縄

県
の
伝
統
的
工
芸
品
は
全
国
で
４
番
目
の
15
品
目
に
も

及
ぶ
ほ
か
、
那
覇
市
に
お
い
て
も
「
壺
屋
焼
」「
琉
球
漆

現存するレンガ造りの煙突や
窯、黒板塀の工場、陶器の
廃材を利用した坂道などの
あるエリアを「やきもの散歩道」
としてＰＲしています。

片岡 憲彦
常滑市長（愛知県）

道路沿いのコンクリート壁にさまざまな猫のオブジェが飾られる「とこ
なめ招き猫通り」（常滑市）
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器
」「
琉
球
び
ん
が
た
」「
首
里
織
」の
４
つ
が
伝
統
的
工

芸
品
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

那
覇
市
で
は
こ
う
し
た
工
芸
品
に
触
れ
る
た
め
の
文

化
施
設
と
し
て
、「
那
覇
市
歴
史
博
物
館
」「
那
覇
市
立

壺
屋
焼
物
博
物
館
」「
那
覇
市
伝
統
工
芸
館
」を
設
置
し
、

作
品
の
展
示
や
Ｐ
Ｒ
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
同
時
に
、

平
成
24
年
か
ら
那
覇
市
伝
統
工
芸
館
へ
の
誘
客
を
促

し
、
市
民
や
観
光
客
に
伝
統
工
芸
の
Ｐ
Ｒ
活
動
を
行
う

こ
と
を
目
的
と
し
た
「
那
覇
市
伝
統
工
芸
ブ
ラ
ン
ド
確

立
事
業
」も
進
め
て
い
ま
す
。

　

ほ
か
に
も
、
那
覇
市
で
は
「
琉
球
泡
盛
」「
か
り
ゆ
し

ウ
ェ
ア
」な
ど
、
地
場
産
業
の
振
興
に
も
努
め
て
い
ま
す
。

６
０
０
年
前
か
ら
続
く
「
琉
球
泡
盛
」
は
近
年
、
県
外
、

海
外
で
も
認
知
度
が
上
が
っ
て
お
り
、
琉
球
料
理
と
と

も
に
世
界
遺
産
登
録
を
目
指
す
動
き
も
出
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、「
か
り
ゆ
し
ウ
ェ
ア
」は
沖
縄
県
内
の
行
政
機

関
、
多
く
の
企
業
に
お
い
て
、「
夏
の
正
装
」と
し
て
定

着
し
て
お
り
、
平
成
12
年
の
九
州
・
沖
縄
サ
ミ
ッ
ト
、

平
成
17
年
の
ク
ー
ル
ビ
ズ
の
開
始
な
ど
に
伴
い
、
全
国

的
に
も
広
く
普
及
し
て
き
ま
し
た
。
平
成
12
年
の
サ

ミ
ッ
ト
時
に
は
約
11
万
枚
だ
っ
た
製
造
枚
数
は
、
平
成

25
年
時
に
は
お
よ
そ
４
倍
の
約
43
万
枚
に
ま
で
増
加
し

て
い
ま
す
。

ブ
ラ
ン
ド
力
の
向
上
に
向
け
て

細
野　

伝
統
工
芸
・
地
場
産
業
が
発
展
す
る
た
め
に
は
、

ブ
ラ
ン
ド
力
や
認
知
度
を
高
め
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る

と
思
い
ま
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
な
取
り

組
み
を
進
め
て
い
ま
す
か
。

亀
山　

先
ほ
ど「
西
の
西
陣
、
東
の
桐
生
」と
言
い
ま
し

た
が
、
西
陣
織
は
圧
倒
的
な
ブ
ラ
ン
ド
力
が
あ
る
一
方

で
、
桐
生
織
の
知
名
度
は
高
く
あ
り
ま
せ
ん
。
橋
本
市

の
パ
イ
ル
織
物
と
同
様
、
完
成
品
と
し
て
世
に
出
る
こ

と
が
少
な
い
と
い
う
事
情
も
背
景
に
あ
る
で
し
ょ
う
。

そ
こ
で
、
桐
生
市
で
は
平
成
28
年
か
ら
、
中
小
企
業
地

域
資
源
活
用
促
進
法
に
基
づ
き
、「
桐
生
の
繊
維
関
連

製
品
」を
ふ
る
さ
と
名
物
と
し
て
応
援
す
る
と
と
も
に
、

販
路
開
拓
を
支
援
す
る
な
ど
、
桐
生
市
の
繊
維
製
品
の

競
争
力
向
上
に
努
め
て
い
ま
す
。

平
木　

橋
本
市
で
は
、
毎
年
東
京
の
ラ
フ
ォ
ー
レ
原
宿

を
会
場
に「
高
野
口
パ
イ
ル
フ
ァ
ブ
リ
ッ
ク
展
」を
開
催

し
て
い
ま
す
。
近
年
は
素
材
を
提
供
す
る
だ
け
で
な

く
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
商
品
の
展
示
も
積
極
的
に
行
う
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
桐
生
市
の
桐
生
織
と
同
様
に
、

パ
イ
ル
織
物
を
ふ
る
さ
と
名
物
と
し
て
宣
言
し
応
援
し

て
い
ま
す
。

片
岡　

常
滑
市
で
も
、
東
京
ド
ー
ム
を
会
場
に
行
わ
れ

る
国
内
最
大
級
の
器
の
祭
典「
テ
ー
ブ
ル
ウ
ェ
ア
・
フ
ェ

ス
テ
ィ
バ
ル
」
を
は
じ
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
展
示
会
に
参

加
し
て
い
る
ほ
か
、
常
滑
市
出
身
の
有
名
シ
ェ
フ
に
、

常
滑
焼
の
器
を
使
っ
て
い
た
だ
く
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な

形
で
常
滑
焼
を
発
信
し
て
い
ま
す
。
幸
い
な
こ
と
に
、

今
中
国
で
は
常
滑
焼
の
急
須
の
需
要
が
大
き
く
、
売
れ

行
き
も
好
調
で
す
。
中
国
の
急
須
は
注
ぎ
口
と
取
っ
手

が
一
直
線
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
常
滑
焼
の
急
須
は
直

角
と
な
っ
て
い
る
点
が
、
斬
新
な
デ
ザ
イ
ン
と
受
け
止

め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

城
間　

今
後
は
、
こ
れ
ま
で
の
工
芸
品
と
し
て
の
歴
史

や
伝
統
を「
守
る
」だ
け
で
な
く
、
新
し
い
感
覚
も
取
り

入
れ
て
、
新
規
開
発
に
つ
な
げ
る
な
ど
、「
攻
め
る
」姿

「はしもとブランド推進室」を
設置し、パイル織物の
ブランド化の推進、
独自商品の開発に力を
入れています。

平木 哲朗
橋本市長（和歌山県）

ラフォーレ原宿を会場に行われる「高野口パイルファブリック展」（橋本市）
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勢
も
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
観
点
か
ら
、
那
覇
市

で
は
毎
年
開
催
す
る「
那
覇
の
物
産
展
」に
お
い
て
、
優

れ
た
新
商
品
に
市
長
賞
を
授
与
す
る
こ
と
で
、
新
規
商

品
開
発
の
促
進
、
消
費
者
へ
の
本
市
製
造
品
の
周
知
を

図
っ
て
い
ま
す
。

観
光
資
源
と
し
て
の
活
用
に
活
路

細
野　

近
年
で
は
伝
統
工
芸
や
観
光
資
源
と
し
て
も
注

目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
各
都
市
で
は
ど
の
よ

う
に
伝
統
工
芸
を
観
光
に
生
か
さ
れ
て
い
ま
す
か
。

片
岡　

常
滑
市
で
は
、
現
存
す
る
レ
ン
ガ
造
り
の
煙
突

や
窯
、
黒
板
塀
の
工
場
、
陶
器
の
廃
材
を
利
用
し
た
坂

道
な
ど
の
あ
る
エ
リ
ア
を
「
や
き
も
の
散
歩
道
」
と
し
て

Ｐ
Ｒ
す
る
な
ど
、
や
き
も
の
文
化
を
観
光
資
源
と
し
て

積
極
的
に
活
用
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
常
滑
市
は
、

「
招
き
猫
の
ふ
る
さ
と
」と
し
て
も
売
り
出
し
て
い
ま
す
。

名
鉄「
常
滑
駅
」か
ら
東
の
陶
磁
器
会
館
に
向
か
う
道
路

沿
い
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
壁
に
39
体
の
「
御
利
益
陶
製
招

き
猫
」を
、
そ
の
上
方
に
幅
６
・３
ｍ
、
高
さ
３
・８
ｍ
の

「
巨
大
招
き
猫
『
と
こ
に
ゃ
ん
』」
を
設
置
し
て
お
り
、

す
っ
か
り
、
ま
ち
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
し
て
観
光
客
や

市
民
に
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
よ
。

城
間　

那
覇
市
で
も
、
国
際
通
り
と
壺
屋
や
ち
む
ん
通

り
の
入
口
の
２
カ
所
に
、「
う
ふ
シ
ー
サ
ー
」と
呼
ば
れ

る
高
さ
３
ｍ
を
超
え
る
巨
大
な
シ
ー
サ
ー
を
設
置
し
て

い
ま
す
。
壺
屋
焼
の
陶
工
の
方
々
が
５
カ
月
も
の
歳
月

を
掛
け
て
完
成
さ
せ
た
も
の
で
、
と
も
に
市
の
中
心
市

街
地
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
て
い
ま
す
。

亀
山　

桐
生
市
内
に
残
る
ノ
コ
ギ
リ
屋
根
工
場
群
は
全

国
屈
指
の
約
２
０
０
棟
以
上
に
上
り
ま
す
。
さ
ら
に
日

本
遺
産「
か
か
あ
天
下
│
ぐ
ん
ま
の
絹
物
語
│
」に
指
定

さ
れ
た
群
馬
県
内
の
12
の
構
成
資
産
の
う
ち
、
６
つ
が

桐
生
市
に
存
在
し
ま
す
。
加
え
て
、
平
成
24
年
に
は
、

織
物
業
で
栄
え
た
桐
生
の
歴
史
を
今
に
伝
え
る
桐
生
新

町
地
区
が
国
の
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
に
指

定
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
豊
富
な
資
源
を
生
か
し
、
観
光
コ
ー
ス
も

整
備
し
な
が
ら
、
織
物
工
場
の
見
学
、
製
作
体
験
な
ど

も
含
め
た
産
業
観
光
の
振
興
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

平
木　

橋
本
市
で
は
、
こ
れ
ま
で
市
の
観
光
振
興
を

テ
ー
マ
に
、
民
間
の
方
々
の
参
画
の
下
で
協
議
会
を
立

ち
上
げ
、
議
論
を
交
わ
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、

今
年
の
秋
か
ら
民
間
を
中
心
と
し
た
Ｄ
Ｍ
Ｏ
を
立
ち
上

げ
、
ま
ち
を
挙
げ
て
、
観
光
振
興
に
努
め
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
今
後
は
、
市
内
の
パ
イ
ル
織
物
の
制
作
現

場
な
ど
を
中
心
に
、
観
光
客
を
誘
導
す
る
こ
と
で
、
多

く
の
人
に
市
の
伝
統
工
芸
に
触
れ
て
い
た
だ
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

細
野　

工
芸
品
の
ブ
ラ
ン
ド
化
や
観
光
振
興
を
具
体
的

に
進
め
る
と
な
る
と
、
地
元
の
方
々
の
理
解
や
協
力
も

不
可
欠
に
な
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
点
は
、
ど
の
よ
う
に

考
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。

片
岡　

最
近
は
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
お
茶
を
飲
む
の
が

一
般
的
で
し
ょ
う
。
実
は
、
急
須
の
生
産
地
で
あ
る
常

滑
で
さ
え
、
急
須
で
淹
れ
た
お
茶
を
飲
む
家
庭
は
少
な

く
な
っ
て
い
る
と
い
う
調
査
結
果
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ

で
、
と
こ
な
め
焼
協
同
組
合
で
は
、
急
須
を
使
っ
た
お

茶
の
淹
れ
方
講
座「
お
茶
ナ
ビ
の
会
」を
小
学
校
で
行
っ

て
い
ま
す
。
い
か
に
、
急
須
で
淹
れ
た
お
茶
は
お
い
し

い
か
、
ま
ず
は
市
民
の
皆
さ
ん
に
知
っ
て
い
た
だ
き
た

工芸品としての歴史や
伝統を「守る」だけでなく、
新しい感覚も取り入れて
開発につなげるなど、

「攻める」姿勢も重要です。

城間 幹子
那覇市長（沖縄県）

多数の工芸品を展示するとともに、製作体験なども行える「那覇市伝統
工芸館」（那覇市）
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市 長 座 談 会 伝統工芸・地場産業振興で地域活性化

い
で
す
ね
。

平
木　

橋
本
市
で
も
同
じ
悩
み
を
抱
え
て
い
ま
す
。
パ

イ
ル
織
物
の
良
さ
を
地
元
の
人
ほ
ど
ご
存
じ
な
い
の
で

す
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
出
生
届
を
提
出
さ
れ
た
ご
家

庭
へ
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
と
し
て
お
渡
し
し
て
い
た
絵
本
に

代
え
て
、
パ
イ
ル
織
物
の
お
く
る
み
を
贈
る
こ
と
に
し

ま
し
た
。

亀
山　

生
活
様
式
の
変
化
に
よ
っ
て
和
装
離
れ
が
進
ん

で
い
る
こ
と
へ
の
対
策
と
し
て
、
桐
生
市
で
は
「
き
も

の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
シ
ョ
ー
」「
き
も
の
ワ
イ
ン
パ
ー

テ
ィ
ー
」
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
必

ず
し
も
市
民
向
け
の
イ
ベ
ン
ト
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

関
連
団
体
と
連
携
し
な
が
ら
和
装
の
需
要
喚
起
に
取
り

組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

城
間　

沖
縄
県
で
は
県
内
、
市
内
で
製
造
・
加
工
さ
れ

た
地
場
産
品
を
優
先
的
に
使
用
し
て
も
ら
う
と
と
も

に
、
愛
用
し
て
い
た
だ
く
た
め
の
Ｐ
Ｒ
と
し
て
、
毎
年

７
月
に「
県
産
品
奨
励
月
間
」を
展
開
し
て
い
ま
す
。
こ

う
し
た
取
り
組
み
も
地
場
産
業
の
振
興
に
は
効
果
的
だ

と
思
い
ま
す
。

後
継
者
育
成
に
向
け
て

細
野　

そ
れ
ぞ
れ
の
伝
統
工
芸
・
地
場
産
業
が
今
後
も

持
続
的
に
発
展
し
て
い
く
た
め
に
は
、
後
継
者
の
育
成

も
課
題
で
し
ょ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
市
で
は
、
ど
の
よ
う

な
支
援
策
を
講
じ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。

亀
山　

繊
維
産
業
の
次
代
を
担
う
人
材
育
成
と
し
て

「
桐
生
繊
維
大
学
」を
開
校
し
て
い
ま
す
。
繊
維
業
界
の

動
向
、
素
材
や
染
色
に
関
す
る
知
識
、
先
進
分
野
の
状

況
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
な
ど
、
幅
広
い
知
識
を
習
得
で

き
る
体
制
を
整
え
て
い
ま
す
。

片
岡　

常
滑
市
に
は
資
料
館
、
陶
芸
研
究
所
、
研
修
工

房
の
３
つ
の
施
設
を
併
設
し
た「
と
こ
な
め
陶
の
森
」が

あ
り
ま
す
。
伊
奈
製
陶
株
式
会
社（
現
Ｌ
Ｉ
Ｘ
Ｉ
Ｌ
）の

創
業
者
、
故
伊
奈
長
三
郎
氏
が
寄
附
さ
れ
た
同
社
株
式

の
資
金
で
開
設
さ
れ
た
施
設
で
す
。
２
年
の
研
修
期
間

に
は
、
伝
統
・
現
代
作
家
を
講
師
に
迎
え
、
そ
れ
ぞ
れ

の
個
性
を
生
か
す
授
業
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
設
定
さ
れ
て

い
ま
す
。

平
木　

従
来
、
紀
州
へ
ら
竿
の
竿
師
は
、
親
方
が
弟
子

を
と
り
、
技
術
指
導
か
ら
生
活
の
面
倒
ま
で
を
見
る

「
師
弟
制
度
」で
育
成
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
平
成
18
年

か
ら
紀
州
製
竿
組
合
で
は「
匠
た
く
み

工
房
」を
開
設
し
、
複
数

の
竿
師
が
２
年
間
で
基
本
的
な
技
術
を
教
え
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
と
は
い
え
、
な
か
な
か
こ
れ
だ
け
で
は

生
活
を
立
て
る
の
は
難
し
い
よ
う
で
、
ア
ル
バ
イ
ト
を

し
な
が
ら
制
作
を
続
け
る
修
了
生
も
い
ま
す
。

城
間　

那
覇
市
で
も
人
材
育
成
が
喫
緊
の
課
題
で
す
の

で
、
国
・
県
と
連
携
し
て
継
続
し
て
支
援
を
行
っ
て
お

り
ま
す
が
、
育
成
さ
れ
た
方
の
受
け
皿
が
少
な
い
と
い

う
現
状
が
あ
り
ま
す
。
い
か
に
伝
統
工
芸
を
生
業
と
し

て
成
り
立
た
せ
て
い
く
か
に
つ
い
て
も
考
え
て
い
く
必

要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

細
野　

本
日
は
、
長
期
に
わ
た
っ
て
築
き
上
げ
ら
れ
た

本
物
の
技
術
、
こ
だ
わ
り
の
製
品
を
い
か
に
発
展
さ

せ
、
次
代
に
伝
承
さ
せ
て
い
く
か
と
い
う
点
に
つ
い

て
、
幅
広
く
ご
議
論
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

皆
さ
ん
の
お
話
を
お
聞
き
し
て
、
伝
統
工
芸
・
地
場

産
業
を
振
興
す
る
た
め
に
は
、
一
つ
の
業
界
だ
け
で
取

り
組
む
の
で
は
な
く
、
観
光
業
界
な
ど
、
関
係
業
界
・

団
体
を
広
く
巻
き
込
む
こ
と
が
大
切
だ
と
い
う
こ
と
が

よ
く
分
か
り
ま
し
た
。

　

今
後
も
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
者
の
力
を
結
集
し
、
伝

統
工
芸
・
地
場
産
業
の
振
興
・
発
展
に
努
め
、
併
せ

て
地
域
全
体
の
活
性
化
に
つ
な
げ
て
い
た
だ
け
れ
ば

と
願
っ
て
い
ま
す
。
本
日
は
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

（
平
成
29
年
４
月
12
日
、
全
国
都
市
会
館
に
て
開
催
）

本
コ
ー
ナ
ー
は
隔
月
掲
載
と
な
り
ま
す
。
次
回
は
７
月
号
に
掲
載
予
定
で
す
。

細野 助博
中央大学総合政策学部教授


