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特集／／「伝統工芸」の現在と未来
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•平成 7 年春の褒章受章者決まる

•平成 7 年春の勲章受章者決まる・
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と末来

の
伝
統
工
芸
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
と
い
う

問
題
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

大
場
伝
統
工
芸
の
場
合
は
、
い
わ
ゆ
る
美
術

工
芸
的
な
次
元
の
高
い
要
求
も
あ
る
と
思
う
ん

で
す
。
そ
れ
に
応
え
る
技
術
は
や
は
り
続
け
ら

れ
、
改
良
さ
れ
、
高
め
ら
れ
て
い
か
な
い
と
い

け
な
い
と
思
い
ま
す
。

北
村
（
哲
）
漆
の
世
界
に
比
べ
る
と
、
染
織
の

世
界
は
、
産
業
化
が
進
ん
で
い
ま
す
か
ら
、
そ

う
い
う
伝
統
的
な
も
の
は
打
し
ろ
危
機
に
あ
る

と
言
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

乾
鈴
木
先
生
の
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
は
確
か

に
非
常
に
大
き
な
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。

漆
は
そ
れ
ほ
ど
深
刻
な
問
題
に
な
っ
て
い
な

い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
焼
物
や
染
織
は
、

一
方
で
は
量
産
化
の
世
界
が
あ
っ
て
、
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
な
ど
の
新
し
い
技
術
が
導
入
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
現
代
の
場
合
に
は
否
定
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。
新
し
い
技
術
は
必

要
が
あ
っ
て
生
ま
れ
て
く
る
も
の
で
す
が
、
需

要
が
な
く
な
っ
た
ら
当
然
消
滅
し
て
し
ま
う
。

問
題
は
、
手
仕
事
が
そ
う
い
う
世
の
中
の
な
か

で
、
い
か
に
生
き
な
が
ら
え
て
い
く
か
と
い
う

こ
と
で
、
や
っ
ぱ
り
、
手
仕
事
も
機
械
も
両
立

さ
せ
て
や
っ
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
と
思
う

ん
で
す
。

北
村
（
哲
）
世
の
中
の
情
勢
が
変
わ
っ
て
い

っ
て
、
中
身
が
だ
ん
だ
ん
変
わ
っ
て
い
ま
す
。

焦
眉
の
急
は
、
ど
の
辺
ま
で
を
伝
統
工
芸
と
し

て
守
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い

う
こ
と
を
、
若
い
人
た
ち
に
語
り
継
い
で
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
こ

の
座
談
会
が
、
そ
う
し
た
こ
と
を
こ
れ
か
ら
考

慮
す
る
上
で
の
と
っ
か
か
り
に
な
れ
ば
と
思
い

ま
す
。

大
場
伝
統
と
い
う
の
は
、
お
そ
ら
く
新
し
い

言
葉
じ
ゃ
な
い
か
な
と
い
う
気
が
す
る
ん
で
す
。

伝
統
と
は
伝
統
の
技
術
だ
と
私
は
思
う
ん
で
す
。

戟 由明 京都大学名誉教授六

場松魚 重要無形文化財「蒔絵」保持者

加藤卓男 重要無形文化財「三彩」保持者

北村武資 重要無形文化財「羅」保持者

北村哲郎 前共立女子大学教授

鈴木友也 東京芸術大学美術学部講師

大滝幹夫（司会）文化庁伝統文化課主任文化財調査官

大
滝
本
日
の
座
談
会
で
は
、
伝
統
工
芸
の
現

状
と
将
来
に
つ
き
ま
し
て
お
話
を
う
か
が
い
た

い
と
思
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

近
年
、
工
芸
技
術
を
取
り
巻
く
環
境
が
社
会

的
、
経
済
的
、
そ
の
他
様
々
の
要
因
に
よ
っ
て

変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
。
伝
統
工
芸
に
携
わ
ら

れ
る
方
々
も
、
視
点
を
ど
こ
に
定
め
た
ら
い
い

の
か
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
し
な
く
な
り
つ

つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
原
材
料

な
ど
様
々
な
環
境
が
変
わ
っ
て
き
た
た
め
に
、

技
法
は
変
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
事
情
、

ま
た
、
そ
の
時
代
、
時
代
の
生
活
か
ら
く
る
要

求
に
応
じ
た
も
の
を
つ
く
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と

い
う
事
情
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

鈴
木
我
々
の
生
活
す
る
空
間
で
考
え
て
み
ま

す
と
、
木
材
の
家
へ
入
っ
て
、
障
子
、
床
の
間

で
生
活
し
た
時
代
と
、
今
日
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト

の
社
会
畳
が
少
な
く
な
っ
て
き
た
生
活
が
、

従
来
の
日
本
的
な
伝
統
的
な
も
の
と
ど
の
程
度

つ
な
が
り
が
あ
る
か
。
む
し
ろ
欧
米
の
生
活
に

だ
ん
だ
ん
近
づ
い
て
き
て
い
る
と
い
う
実
態
が

そ
こ
に
出
て
く
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は

非
常
に
大
き
な
問
題
で
す
が
、
そ
の
中
で
我
々

し
か
し
、
日
本
の
伝
統
の
技
術
が
独
創
的
な
も

の
か
ど
う
か

r

日
本
人
が
つ
く
り
出
し
た
も
の

か
ど
う
か
と
い
う
と
、
決
し
て
そ
う
じ
ゃ
な
い
。

早
い
世
代
に
お
い
て
、
中
国
や
朝
鮮
か
ら
教
わ

っ
た
仕
事
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
場
合
、

伝
統
と
い
う
も
の
は
何
を
も
っ
て
伝
統
と
言
う

の
か
。
一
千
年
た
っ
た
と
か
、
二
千
年
た
っ
た

と
か
と
い
う
時
間
の
問
題
で
は
な
い
と
思
う
ん

で
す
。
や
は
り
精
神
的
な
日
本
民
族
と
し
て
の

心
構
え
と
か
、
姿
だ
と
か
、
美
の
心
だ
と
か
、

そ
う
い
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
く
こ
と
が
伝
統

の
技
術
を
考
え
る
上
で
大
切
な
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

乾
伝
統
に
は
相
反
す
る
二
つ
の
面
が
あ
る
と

思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
受
け
継
ぐ
も
の
と
、
そ

れ
か
ら
新
じ
く
つ
く
り
出
す
も
の
。
問
題
は
そ

こ
の
複
雑
な
絡
み
合
い
に
非
常
に
難
し
い
と
こ

ろ
が
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

私
は
主
に
西
洋
の
美
術
を
や
っ
て
き
た
ん
で

す
が
、
日
本
と
西
洋
と
で
は
、
伝
統
の
受
け
止

め
方
が
違
う
ん
で
す
ね
。

西
洋
の
場
合
は
割
と
は
っ
き
り
し
て
い
て
、

伝
統
と
芸
術
を
対
立
す
る
も
の
だ
と
し
て
捉
え

て
い
る
。
つ
ま
り
、
ア
ー
ト
と
い
う
言
葉
は
も

と
も
と
技
術
と
い
う
意
味
だ
っ
た
ん
で
す
が
、

一
九
世
紀
に
な
る
こ
ろ
か
ら
、
個
性
と
か

r

ク
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大場松魚氏

おお1ご＇。しようき‘ょ／ 1916年石川累生まれ。

県立工業学校卒後、塗師の父に基礎技法を学

び、 43年力ら松田櫂六に師事する。金銀の延

ペ板を文様に切り漆塗面に貼りつける平文技

法ガ高く評価され、巳本伝統工芸展などで受

賞をかさねる。｛頸塾神宮の御神宝制作や中尊

寺金色堂の修理1こも従事。重要無形文化財可号

絵」保持者。

現見在と未来

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
か
い
っ
て
、
今
ま
で
に
な
い

も
の
を
創
る
人
が
芸
術
家
だ
と
い
う
考
え
方
が

出
て
き
た
。
伝
統
と
い
う
言
葉
は
日
本
も
割
と

新
し
い
と
さ
っ
き
大
場
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た

ん
で
す
が
、
西
洋
で
も
こ
の
こ
ろ
か
ら
で
す
ね
。

そ
れ
ま
で
は
伝
統
な
ん
て
言
う
必
要
が
な
か
っ

た
ん
で
す
。
そ
し
こ
伝
統
と
い
う
と
、
そ
れ

は
古
く
さ
い
と
い
う
考
え
方
が
出
て
く
る
。
特

に
工
芸
技
術
と
い

9
の
は
伝
統
的
な
技
術
が
な

い
と
成
り
立
た
な
い
の
で
、
そ
う
い
う
も
の
は

個
性
を
表
現
す
る
の
に
制
約
の
多
い
分
野
だ
と

い
う
こ
と
で
、
絵
画
や
彫
刻
に
対
し
て
、
工
芸

が
低
く
見
ら
れ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
さ
え
あ

る
。
は
っ
き
り
し
て
い
る
と
い
え
ば
非
常
に
は

っ
き
り
し
て
い
る
ん
で
す
が
、
ど
う
も
そ
れ
だ

け
で
は
片
づ
け
ら
れ
な
い
面
が
あ
り
ま
し
て
ね
。

し
ろ
そ
れ
が
伝
統
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま

'

0

 

f

P
 

北
村
（
武
）
織
物
の
種
類
は
多
種
多
様
で
す

が
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
す
れ
ば
こ
う
い
う
も
の

が
で
き
る
と
か
f
•
そ
の
場
合
に
こ
う
い
う
道
具

炉
昔
か
ら
伝
わ
っ
て
い
る
と
か
、
そ
う
い
っ
た

こ
と
を
学
び
取
っ
て
、
そ
し
て
自
分
な
り
に
今

日
的
な
工
夫
を
加
え
て
つ
く
っ
て
い
く
。
伝
統

と
い
う
も
の
は
そ
う
い
う
も
の
だ
と
考
え
て
い

ま
す
。つ

ま
り
、
．
伝
統
は
先
人
の
知
恵
を
日
々
の
生

活
で
学
ん
で
、
そ
の
上
に
少
し
で
も
自
分
の
思

い
を
加
え
て
、
よ
り
よ
い
生
活
を
め
ざ
し
て
い

き
た
い
と
い
う
、
そ
の
根
本
に
あ
る
も
の
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。

大
場
焼
物
の
世
界
も
染
織
の
世
界
も
、
ほ
か

特
に
日
本
の
場
合
は
工
芸
が
中
心
だ
っ
た
の

で
f
伝
統
と
い
う
も
の
蛉
非
常
に
重
要
で
す
。

日
本
に
は
「
型
の
文
化
」
と
で
も
い
い
ま
す
か
、

―
つ
の
塑
を
つ
く
っ
て
、
そ
れ
を
伝
え
て
い
く
、

―
つ
の
型
の
中
で
個
佐
を
出
し
て
い
く
と
い
う

美
学
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
。

①
 

例
え
ば
陶
芸
で
も
、
楽
焼
は
長
次
郎
以
来

十
五
代
に
わ
た
っ
て
い
て
、
西
洋
入
が
見
た
ら

「
あ
れ
は
同
じ
も
の
ば
か
り
じ
ゃ
な
い
か
。
，
あ

ん
な
も
の
に
は
独
創
も
何
も
な
い
」
と
い
う
ふ

う
に
と
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
う
で
は

な
い
。
型
を
伝
え
て
い
<
i
つ
の
技
術
が
伝
統

だ
と
思
う
ん
で
す
。
そ
れ
に
は
葬
常
に
細
や
か

な
感
性
が
必
要
な
ん
で
、
そ
の
型
の
中
か
ら
個

性
が
出
て
く
る
。
そ
う
い
う
受
け
継
ぎ
方
が
日

本
の
工
芸
技
術
の
特
色
だ
と
思
ろ
の
で
す
。

か
ら
受
け
継
い
で
日
本
へ
き
た
も
の
が
、
日
本

で
吹
き
だ
ま
り
の
よ
う
に
た
ま
っ
て
、
そ
れ
が

改
造
さ
れ
、
改
良
さ
れ
て
、
新
し
い
伝
統
を
築

き
上
げ
て
き
た
。
今
後
も
そ
れ
が
ず
っ
と
伸
び

て
い
く
も
の
だ
と
、
そ
う
い
う
考
＞
で
方
で
い
い

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

加
藤
織
部
な
ん
か
で
も
、
た
ぶ
ん
当
時
は
モ

ダ
ン
ア
ー
ト
の
よ
う
な
形
で
出
た
わ
け
で
し
ょ

う
ね
。
だ
か
ら
、
非
常
に
受
け
入
れ
に
く
か
っ

た
ん
で
す
ね
。
当
時
は
「
剛
げ
た
る
も
の
」
と

か
、
「
異
な
る
も
の
L

と
い
う
こ
と
で
表
現
さ
れ

て
お
り
ま
す
。
そ
れ
が
今
日
で
は
伝
統
工
芸
に

な
っ
て
い
ま
す
。

大
場
か
つ
て
日
本
伝
統
工
芸
展
が
始
ま
り
ま

し
た
と
き
に
、
い
ろ
ん
な
人
た
ち
が
伝
統
と
い

う
の
は
古
く
さ
い
も
の
だ
、
聰
人
的
で
あ
る
、

鈴
木
創
作
芸
術
性
と
い
う
の
は
、
近
代
以
降

の
欧
米
の
考
え
方
か
ら
き
て
い
る
の
で
す
が
r

今
、
乾
先
生
の
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
な
創
作
も

日
本
の
伝
統
工
芸
の
特
性
と
し
て
あ
っ
て
い
い

と
思
い
ま
す
。
い
わ
ば
、
技
術
の
中
の
個
性
で

す
ね
。
そ
れ
を
否
定
し
て
、
人
間
性
を
パ
ッ
と

出
す
個
性
も
あ
り
ま
す
が
、
日
本
の
伝
統
工
芸

の
場
合
は
そ
れ
ぞ
れ
の
工
芸
の
部
門
の
型
の
中

で
個
性
を
生
か
す
。
そ
の
個
性
も
伝
統
の
中
の

個
性
で
す
。

加
藤
伝
統
は
、
過
去
を
惚
し
ん
だ
り
味
わ
う

と
い
う
観
念
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。
と
こ
ろ

が
、
も
う
ち
ょ
っ
と
グ
ロ
ー
バ
ル
に
考
え
て
み

ま
す
と

r

日
本
の
文
化
と
い
う
も
の
は
ほ
と
ん

ど
外
国
の
文
化
に
よ
っ
て
革
新
さ
れ
、
触
発
さ

れ
て
き
て
い
る
ん
で
す
ね
。

喩
n'
ミ

例
え
ば
、
桃
山
時
代
に
織
部
と
い
う
画
期

的
な
焼
物
が
出
る
ん
で
す
。
こ
れ
は
ど
う
も
日

本
の
も
の
で
は
な
い
な
と
思
っ
て
い
ろ
い
ろ
詞

ペ
て
み
る
と
、
ペ
ル
シ
ャ
と
か
ベ
ト
ナ
ム
に
療

流
が
あ
る
わ
け
で
、
異
文
化
と
の
接
触
、
異
民

族
と
の
融
合
に
よ
っ
て
革
新
さ
れ
て
い
る
ん
で

す
。
焼
物
に
関
す
る
限
り
は
、
ま
ず
す
べ
て
に

こ
う
し
た
こ
と
が
言
え
る
ん
で
す
。

私
は
伝
統
と
い
う
も
の
は
、
―
つ
の
新
し
い

血
を
入
れ
て
革
新
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
、
む

技
術
ば
か
り
を
追
う
ん
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と

を
言
い
ま
し
て
ね
。
し
か
し
、
今
、
そ
れ
が
ど

う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
と
い
い
ま
す
と
、

そ
う
言
っ
て
い
た
人
た
ち
が
「
私
も
伝
統
を
や

っ
て
い
る
ん
だ
」
と
。
伝
統
は
古
く
さ
い
と
言

う
人
は
も
う
一
人
も
い
ま
せ
ん
よ
。
こ
れ
は
大

き
く
変
わ
り
ま
し
た
。

鈴
木
た
し
か
に
そ
う
い
う
時
期
が
あ
り
ま
し

た
。
近
代
以
降
、
欧
米
の
芸
術
志
向
が
入
っ
て

き
た
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
は
す
べ
て
が
工
芸
で
、

絵
画
、
彫
刻
も
す
べ
て
床
の
間
に
か
け
る
掛
け

軸
と
か
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
み
ん
な
生
活

の
中
に
入
っ
て
き
て
い
た
。
そ
れ
が
欧
米
流
の

考
え
方
で
工
芸
が
一
ラ
ン
ク
下
げ
て
見
ら
れ
て

い
る
。
創
作
芸
術
の
ほ
う
が
ラ
ン
ク
は
上
で
、

す
べ
て
創
作
に
走
っ
た
わ
け
で
す
。
芸
術
家
は 大滝主任調査官
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鈴木友也氏

可可き・ともや／1925年山形県生まれ。東京

芸術大学卒後、文化庁、東京国立文化財研究

所で工芸の修僕・研究iこ携わり、修製技術部

畏をつとめる。その後、刀剣博物館専務理慕

として刀剣武臭の研究こ努め、その傍らで現

在まで東京芸術大学非常勤罵商をつとめる。

文化財保護審艤会専阿委員。
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乾由明氏

いぬい・よしあき／1927年大阪府生まれ。京

都大学大学院卒後、京都国立近代美術館勤務

を経て、同大助教授。 75年教授。西洋近代美

術の研究をすすめる一方で、日本の現代陶芸

を中心としだ近代美術の分野で積極的な評誦

活動を行う。大手前女子大学教授、京都大学

名誉教授、文化財保護審議会専門委員。

度
の
枠
が
出
て
こ
な
い
と
、
語
れ
な
い
と
思
い

ま
す
。

増
え
た
け
れ
ど
も
、
職
人
が
い
な
く
な
っ
た
。

そ
れ
が
最
近
、
見
直
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と

で
す
。そ

う
い
う
ふ
う
な
型
や
基
本
技
術
重
視
の
波

と
い
う
か
、
時
代
を
通
り
越
し
て
き
た
も
の
こ

そ
、
将
来
に
伝
え
て
い
く
べ
き
伝
統
だ
と
思
う

ん
で
す
が
ね
。

大
滝
原
材
料
で
す
が
、
従
来
か
ら
の
素
材
が

使
え
な
く
な
っ
て
、
別
の
素
材
を
使
わ
ざ
る
を

得
な
い
と
な
る
と
、
伝
統
工
芸
と
の
関
係
は
ど

う
な
っ
て
い
く
の
で
し
ょ
う
か
。

北
村
（
哲
）
世
の
中
の
情
勢
が
変
わ
る
に
従

い
、
原
材
料
や
手
法
が
だ
ん
だ
ん
変
わ
っ
て
い

北
村
（
武
）
，
織
物
と
一
口
に
言
い
ま
し
て
も
、

素
朴
な
織
物
か
ら
、
機
械
生
産
に
よ
る
効
率
的

な
形
で
つ
く
ら
れ
る
織
物
ま
で
範
囲
は
非
常
に

広
い
わ
け
で
す
。
歴
史
的
に
も
技
術
の
改
良
は

常
に
続
け
ら
れ
て
き
た
ん
で
す
が
、
こ
の
ご
ろ

の
技
術
は
、
デ
ザ
イ
ン
ま
で
も
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

に
よ
っ
て
つ
く
り
出
す
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
き

て
い
ま
す
。

加
藤
多
治
見
に
は
美
濃
焼
の
工
場
が
一
、
三

〇
〇
あ
り
ま
し
て
、
世
界
一
の
プ
ロ
ッ
ク
な
ん

で
す
が
、
最
近
、
壁
に
ぶ
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

く
と
い
う
の
は
、
一
般
の
方
々
で
も
―
つ
の
疑

問
点
と
し
て
持
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
確
か

に
天
然
の
も
の
は
い
つ
か
な
く
な
っ
ち
ゃ
う
。

例
え
ば
陶
土
で
も
掘
り
続
け
て
い
っ
た
ら
、
あ

る
と
き
に
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
信
楽
な
ら
信

楽
の
土
を
使
っ
て
．
い
る
か
ら
こ
そ
、
信
楽
焼
で

し
ょ
う
。
そ
の
陶
土
が
な
く
な
っ
た
ら
、
信
楽

焼
と
い
え
る
の
か
ど
う
か
。
素
材
が
な
く
な
れ

ば
、
そ
れ
は
そ
れ
で
お
し
ま
い
と
い
う
の
が
普

通
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
形
だ
け
真
似

て
信
楽
焼
と
い
え
る
の
か
ど
う
か
。

例
え
ば
織
物
の
場
合
に
、
糸
づ
く
り
ま
で
自

分
で
す
る
と
い
う
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
で
し

ょ
う
が
、
本
物
を
つ
く
ろ
う
と
思
え
ば
、
糸
づ

く
り
か
ら
し
て
い
く
の
が
本
当
で
す
ね
。
自
分

の
気
に
入
っ
た
表
現
を
す
る
た
め
に
、
こ
う
い

円
高
と
か
い
ろ
ん
な
問
題
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど

も
、
最
大
の
壁
は
、
一
般
的
な
傾
向
と
し
て
デ

ザ
イ
ン
が
貧
困
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で

す
。
そ
れ
は
技
術
が
機
械
化
さ
れ
て
、
例
え
ば
、

今
ま
で
手
描
き
で
や
っ
て
い
た
も
の
が
、
転
写

に
な
り
、
銅
版
に
な
り
、
シ
ル
ク
印
刷
に
な
る

と
い
う
よ
う
な
状
態
に
な
っ
て
き
て
い
る
な
か

で
、
手
仕
事
の
技
術
の
レ
ベ
ル
が
ど
ん
ど
ん
低

下
し
、
グ
レ
ー
ド
が
落
ち
て
き
て
、
昔
か
ら
の

美
濃
焼
の
品
質
が
保
て
な
く
な
っ
た
ん
で
す
。

私
は
、
機
械
技
術
の
問
題
と
し
て
一
番
考
え

な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
う
こ
と
は
、
使
え
る

技
術
は
使
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
が
、
そ
れ
に

は
限
界
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
常
に
考
え
、
慎

重
に
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

直
接
作
品
の
出
来
に
関
係
の
あ
る
よ
う
な
も
の
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北村武資氏

きだむら・だけし／1936年京都府生まれ。早

くから西陣で製織業に従事し、 62年に法衣金

欄製造業として独立する。その後帯地製造業

に転するが、一貫して羅や紋織の研究・復原

に努め、高度な伝統の技法を体得しだ。その

格調高い作品は高い評価を受けている。重要

無形文化財 r羅」保持者。

う
糸
が
欲
し
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、

や
は
り
そ
う
な
る
。
．

北
村
（
武
）
織
物
の
素
材
は
糸
で
あ
っ
て
、
糸

に
対
す
る
こ
だ
わ
り
と
い
う
の
は
確
か
に
大
事

な
こ
と
で
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
糸
を
織
り
こ

は
た

e溶
さ

な
す
道
具
で
あ
る
機
と
か
、
策
と
い
う
も
の

は
非
常
に
近
代
的
な
も
の
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
。
例
え
ば
綜
統
自
体
が
金
属
製
で
あ
る

と
か
、
策
が
か
つ
て
は
竹
策
で
あ
っ
た
け
れ
ど

も
、
今
は
ほ
と
ん
ど
一

0
0％
近
く
金
属
製
の

策
で
あ
る
と
い
う
状
況
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い

ま
す
。
そ
こ
へ
ど
う
し
て
も
手
紡
ぎ
の
、
ど
こ

そ
こ
の
こ
の
糸
で
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
こ

と
を
言
っ
た
と
こ
ろ
で
、
実
際
の
機
の
機
能
と

糸
が
合
わ
な
い
で
、
糸
の
ほ
う
が
も
た
な
く
な

っ
て
い
る
と
い
う
事
情
も
あ
る
わ
け
で
す
。
糸

に
こ
だ
わ
る
ん
だ
っ
た
ら
、
せ
め
て
綜
統
ぐ
ら

い
は
金
属
で
な
く
糸
綜
統
に
す
る
と
か
し
な
い

と
そ
の
糸
が
生
か
さ
れ
な
い
。
糸
だ
け
い
っ
て

も
非
常
に
無
理
な
情
況
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

北
村
（
哲
）
そ
う
い
う
点
で
、
ど
の
辺
ま
で
を

伝
統
工
芸
と
し
て
守
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
い
ま
絞
り
込
ん
で

い
っ
た
ほ
う
が
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

芸
術
は
本
来
、
枠
が
あ
る
も
の
で
は
な
い
と

思
い
ま
す
が
、
伝
統
工
芸
の
場
合
に
は
あ
る
程

は
や
は
り
手
仕
事
で
な
い
と
今
ま
で
の
伝
統
工

芸
の
伝
統
が
な
く
な
っ
て
く
る
ん
で
す
。

手
仕
事
の
本
質
を
失
わ
な
い
限
界
を
見
通
し

て
、
機
械
を
導
入
す
る
と
い
う
こ
と
を
し
た
ら

ど
う
だ
ろ
う
か
と
考
え
る
こ
と
も
あ
る
ん
で
す
。

北
村
（
哲
）
先
生
の
お
っ
し
ゃ
る
「
枠
」
に
通

じ
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
一
番
卑
近
な
例
と

し
て
は
、
従
来
は
手
で
土
を
練
っ
て
い
た
と
こ

ろ
を
、
真
空
土
練
機
と
い
う
機
械
が
で
き
て
、

こ
れ
で
や
る
と
一
瞬
の
う
ち
に
完
璧
に
で
き
る
。

そ
う
い
う
も
の
を
使
う
の
も
現
代
で
は
な
い
か

と
思
う
こ
と
も
あ
る
ん
で
す
が
ね
。

大
滝
あ
る
種
の
機
械
導
入
で
は
、
こ
れ
も
時

と
場
合
に
よ
る
の
で
し
ょ
う
が
、
工
程
上
の
伝

唇
註
失
わ
れ
な
い
と
い
う
お
考
え
で
す
ね
。

北
村
（
哲
）
そ
う
で
し
ょ
う
か
。
や
っ
ぱ
り
私

は
そ
れ
は
失
わ
れ
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
ね
。

手
を
動
か
し
な
が
ら
、
手
で
練
り
な
が
ら
い
ろ

ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
る
わ
け
で
す
よ
。
決
し

て
手
だ
け
が
動
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ

の
過
程
を
な
く
し
て
し
ま
う
と
、
理
論
の
上
で

は
よ
く
て
も
実
際
は
そ
う
で
は
な
い
と
思
い
ま

す
。
一
見
無
駄
な
手
の
仕
事
の
中
に
こ
そ
本
質

が
あ
る
と
い
う
気
が
い
た
し
ま
す
。

大
場
漆
芸
の
仕
事
は
、
産
業
的
に
簡
単
に
機

械
を
導
入
し
て
、
や
れ
る
仕
事
で
は
な
い
と
思
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北村哲郎氏

きだむら・てつろう／1921年東京都生まれ。

慶應義塾大学卒後、東京国立博物館に勤務。

学芸部長、文化庁文化財鑑査官を経て退官後、

共立女子大学教授、 92年退職。日本染織史・

服飾史ガ専門だが、日本人形にも造詣が深く、

日本人形玩具学会の設立にも思力した。東京

国立博物館名営舘員、文化財保護審議会専門

委員。

う
ん
で
す
。
陶
芸
と
か
染
織
と
、
ま
た
違
っ
た

思
い
が
あ
り
ま
す
か
ら
ね
。
そ
う
い
う
意
味
で

は
、
芸
術
性
と
か
人
間
性
を
高
め
て
、
何
と
か

自
分
の
所
期
の
目
標
を
達
成
し
よ
う
と
努
力
を

す
る
。
何
に
喜
び
を
持
っ
て
い
る
か
と
言
え
ば
、

や
は
り
手
仕
事
の
喜
び
で
す
。
芸
術
性
の
あ
る
、

自
分
の
個
性
的
な
、
主
張
の
あ
る
仕
事
を
す
る

た
め
に
、
人
間
を
高
め
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
す
。

大
滝
土
練
機
を
使
っ
た
場
合
工
程
へ
の
伝

督
が
失
わ
れ
る
か
ど
う
か
、
こ
の
点
い
か
が

で
し
ょ
う
。

加
藤
焼
物
を
や
っ
て
い
る
者
な
ら
実
は
だ
れ

で
も
使
う
も
の
で
す
が
、
北
村
（
哲
）
先
生
が

お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
な
、
自
分
の
心
を
込
め
て

と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
い
き
ま
せ
ん
。
ま
あ
ま

を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と

に
な
る
で
し
ょ
う
ね
。

鈴
木
刀
を
つ
く
る
と
き
の
電
気
ハ
ン
マ
ー
も

同
じ
こ
と
で
す
ね
。

大
滝
刀
は
素
延
べ
や
成
形
を
す
る
と
き
に
、

房
に
よ
る
電
気
ハ
ン
マ
ー
で
た
た
い
て
延
ば

し
て
い
く
ん
で
す
ね
。
そ
れ
を
使
わ
ず
に
鍛
造

す
る
と
す
れ
ば
、
何
人
か
の
お
弟
子
さ
ん
が
鎚

を
持
っ
て
刀
を
鍛
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
人
た
ち
の
人
件
費
等
々

も
た
い
へ
ん
に
な
る
、
と
い
う
わ
け
で
す
。

乾
例
え
ば
焼
物
の
場
合
、
も
っ
と
大
き
な
問

題
は
窯
で
す
。
電
気
窯
や
ガ
ス
窯
と
薪
窯
は
違

う
わ
け
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
土
練
機
と
ま
た
ち

よ
っ
と
違
う
と
思
い
ま
す
が
。

加
藤
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
す
。

乾
電
気
窯
は
決
し
て
薪
窯
の
代
用
に
な
ら
な

い
わ
け
で
す
ね
。
そ
こ
を
見
き
わ
め
て
い
か
な

い
と
い
け
な
い
で
す
ね
。

た
だ
、
北
村
（
哲
）
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た

こ
と
は
大
事
な
こ
と
で
、
芸
術
と
い
う
の
は
精

神
的
な
も
の
が
な
い
と
い
け
な
い
。
た
だ
精
神

と
い
う
と
抽
象
的
で
す
が
、
材
料
の
選
び
方
と

か
、
土
を
練
る
と
か
、
形
を
つ
く
る
と
か
、
そ

の
技
術
の
中
に
精
神
が
込
め
ら
れ
て
い
く
の
で

あ
っ
て
、
そ
れ
が
我
々
に
訴
え
か
け
る
。
機
械

に
よ
る
量
産
で
は
そ
う
い
う
精
神
を
込
め
ら
れ

よ
う
が
な
い
わ
け
で
、
全
く
の
デ
ザ
イ
ン
で
す

か
ら
、
そ
れ
は
一
年
た
っ
た
ら
飽
き
ら
れ
て
し

ま
う
。
材
料
と
の
か
か
わ
り
合
い
の
中
で
人
間

の
気
持
ち
が
そ
こ
へ
移
っ
て
い
く
と
い
う
、
そ

こ
が
伝
統
工
芸
の
本
当
に
大
事
な
と
こ
ろ
だ
と

あ
と
い
う
線
で
し
ょ
う
。
作
品
の
中
に
は
あ
ら

わ
れ
な
い
世
界
で
す
か
ら
、
必
要
に
応
じ
て
こ

れ
は
容
認
す
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
私
な
ど
は

思
う
の
で
す
が
…
…
。

北
村
（
哲
）
手
仕
事
と
い
う
の
は
機
械
と
違

っ
て
、
手
だ
か
ら
こ
そ
非
常
に
自
由
な
ん
で
す

よ
ね
。
頭
の
働
き
に
よ
っ
て
手
が
動
い
て
く
れ

る
か
ら
、
い
ろ
ん
な
も
の
が
で
き
る
未
来
性
と

い
う
か
、
可
能
性
が
あ
る
。
機
械
は
、
あ
る
プ

ロ
グ
ラ
ム
の
な
か
で
は
で
き
る
け
れ
ど
も
、
そ

れ
以
上
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
手
と
い
う
の

は
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
、
手
の
可
能
性
と
い
う
の
は

棗
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
思
う
の
で
、
新
し

い
も
の
を
生
み
出
す
も
の
は
手
を
除
い
て
は
な

い
と
思
う
ん
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
手

加藤卓男氏

かとう・だくお／1918年岐阜県生まれ。父カ

ら陶芸技法の基礎を学んだ後、ペルシャ三彩、

唐三彩の研究に没頭し、三彩の高度な技法を

体得する。その成果から正倉院の三彩復原事

業にも参加する。現代感覚あふれる優れだ作

品を発表しつづける一方で、愛知県立芸術大

学などで技法の伝承にも尽力。重要無形文化

財 r三彩」保持者。

仕
事
の
あ
る
伝
統
技
術
と
い
う
の
は
大
切
に
し

て
い
か
な
け
れ
ば
末
来
は
生
ま
れ
な
い
と
思
う

ん
で
す
。

鈴
木
ま
さ
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
人
間
の
頭
の

違
い
で
す
ね
。
彫
金
の
、
機
械
に
よ
る
均
一
な

線
刻
に
対
し
て
、
金
槌
と
暫
に
よ
る
線
刻
で
表

現
さ
れ
る
味
わ
い
深
さ
は
、
ま
さ
に
人
間
の
個

翡
な
「
わ
ざ
」
の
表
現
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。

北
村
（
哲
）
紬
織
は
、
織
り
方
で
い
え
ば
平
織

り
と
い
う
、
い
ち
ば
ん
簡
単
な
、
素
朴
な
織
物

で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
機
械
で
や
ろ
う
と
思

え
ば
機
械
で
も
で
き
る
わ
け
で
す
。
だ
け
ど
、

あ
え
て
そ
れ
を
手
機
で
織
る
と
い
う
。
こ
れ
は

言
っ
て
み
れ
ば
、
機
械
で
で
き
る
も
の
を
わ
ざ

わ
ざ
手
織
で
や
っ
て
い
る
み
た
い
な
も
の
で
、

好
き
で
や
っ
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
と
ら
れ
ち

ゃ
う
ん
で
す
。
機
械
だ
っ
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
組

ん
で
い
け
ば
、
あ
る
程
度
の
と
こ
ろ
ま
で
は
い

き
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
上
の
創
意
工
夫

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
人
間
で
な
け
れ

ば
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
ね
。
素
朴
な
も

の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
機
械
化
で
き
る
だ
け
に
、

手
仕
事
の
重
要
性
は
よ
け
い
意
識
さ
れ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
感
じ
が
し
ま
す
。

大
滝
手
機
で
織
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と

も
、
鑑
賞
す
る
側
が
そ
れ
を
見
抜
く
だ
け
の
カ

思
い
ま
す
。

鈴
木
そ
れ
を
無
視
し
た
な
ら
ば
、
完
全
な
る

経
済
だ
け
の
問
題
で
す
か
ら
ね
。

乾
い
つ
も
こ
う
い
う
話
の
と
き
に
思
い
出
す

こ
と
が
あ
る
ん
で
す
。

④
 

京
都
に
八
木
一
夫
と
い
う
前
衛
陶
芸
の
パ

イ
オ
ニ
ア
み
た
い
な
作
家
が
い
ま
し
た
ね
。
彼

が
生
前
、
信
楽
で
講
演
し
た
こ
と
が
あ
る
ん
で

す
。
そ
の
と
き
に
信
楽
の
作
家
た
ち
か
ら
質
問

が
あ
り
ま
し
た
。

「
信
楽
は
桃
山
時
代
に
非
常
に
い
い
も
の
を
た

く
さ
ん
つ
く
っ
て
い
て
、
美
術
館
や
博
物
館
へ

行
っ
て
も
い
い
も
の
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
。
そ
う

い
う
も
の
を
我
々
は
見
て
勉
強
す
る
ん
だ
け
れ

ど
も
、
そ
う
い
う
も
の
を
見
て
し
ま
う
と
、
自
分

は
何
も
や
る
こ
と
が
な
い
の
で
は
な
い
か
、
既

に
過
去
に
そ
う
い
う
も
の
が
あ
る
、
自
分
は
一

体
こ
れ
か
ら
ど
う
い
う
こ
と
を
や
れ
ば
い
い
の

か
、
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
同
じ
も

の
を
つ
く
っ
て
も
、
と
て
も
あ
あ
い
う
も
の
に

は
及
ば
な
い
。
ど
う
し
た
ら
い
い
ん
だ
ろ
う
」
と
。

そ
の
と
き
に
八
木
さ
ん
は
、
「
過
去
の
名
品
は

う
ん
と
勉
強
し
な
さ
い
。
だ
け
ど
、
君
が
自
分

の
仕
事
を
す
る
と
き
は
そ
う
い
う
も
の
を
み
ん

な
忘
れ
て
自
分
の
仕
事
を
や
り
な
さ
い
」
と
答

え
ら
れ
た
。
「
伝
統
と
い
う
の
は
そ
の
作
品
の
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形
や
色
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
君
が
つ
く
る

と
き
の
精
神
の
中
に
あ
る
ん
だ
」
と
、
い
か
に

も
八
木
さ
ん
ら
し
い
言
い
方
を
な
さ
っ
た
。
突

き
詰
め
て
い
っ
た
ら
、
伝
統
と
い
う
も
の
は
そ

う
い
う
精
神
主
義
的
な
も
の
か
な
と
い
う
気
が

す
る
ん
で
す
。
古
い
も
の
を
全
部
勉
強
し
て
、

し
か
も
そ
こ
か
ら
自
分
の
も
の
が
出
て
く
る
と

い
う
感
じ
が
す
る
ん
で
す
。

そ
れ
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
つ
な
げ
て
い
く
か

と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
り
ま
す
が
、
さ
っ
き

北
村
（
哲
）
先
生
も
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
よ
う

に
、
手
仕
事
の
技
術
と
い
う
も
の
が
一
番
大
事

な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
い
か
に
今
が
量

産
化
、
機
械
化
の
世
の
中
に
な
っ
て
も
、
手
仕

事
で
し
か
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
の
で
、
そ
れ

を
伝
え
て
い
か
な
く
て
は
い
け
な
い
。
手
仕
事

を
い
か
に
し
て
残
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
が

こ
の
工
芸
技
術
の
基
本
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

た
だ
し
、
そ
の
場
合
で
も
、
手
仕
事
に
ど
う
精

神
性
あ
る
い
は
伝
統
性
を
盛
り
込
む
か
が
問
題

に
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

北
村
（
武
）
素
材
の
お
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、

手
仕
事
と
い
う
の
は
、
自
分
の
手
足
の
労
力
と

い
う
か
、
体
の
痛
み
を
伴
う
。
そ
こ
に
つ
く
る

こ
と
の
喜
び
と
か
、
達
成
感
が
あ
る
こ
と
は
確

か
で
す
。
し
か
し
、
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
、

と
し
て
考
え
て
お
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
伝
統
的

に
得
た
さ
ま
ざ
ま
な
ノ
ウ
ハ
ウ
や
長
所
を
産
業

的
な
部
分
に
も
生
か
さ
れ
て
お
ら
れ
る
よ
う
で

す
ね
。産

業
的
な
部
分
は
需
要
と
供
給
の
関
係
で
成

り
立
っ
て
い
ま
す
。
時
代
の
要
求
が
な
け
れ
ば

ダ
メ
に
な
り
ま
す
し
、
要
求
が
強
け
れ
ば
ど
ん

ど
ん
拡
張
•
発
展
し
て
い
き
ま
す
。
伝
統
的
な

物
づ
く
り
と
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
を
活

用
す
る
産
業
的
な
世
界
が
う
ま
く
両
立
し
て
こ

そ
、
つ
く
る
と
い
う
こ
と
の
中
で
生
み
出
さ
れ

た
さ
ま
ざ
ま
な
良
さ
や
効
果
が
社
会
に
広
く
行

き
渡
る
と
思
う
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
私
の
経
験
で
は
ま
っ
た
＜
逆
で

し
た
。
産
業
の
世
界
は
手
仕
事
を
研
究
し
て
膨

張
し
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
伝
統
的
な
手
仕
事

の
世
界
を
ど
ん
ど
ん
侵
食
し
て
い
っ
て
、
ダ
メ

9

に
し
て
し
ま
う
の
が
現
実
だ
っ
た
の
で
す
。

f
乾
そ
れ
は
確
か
に
非
常
に
大
き
な
問
題
だ
と

吋
思
い
ま
す
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
か
新
し
い
技
術

~
が
導
入
さ
れ
る
の
は
、
必
要
が
あ
っ
て
生
ま
れ

＼
て
く
る
も
の
で
す
。
需
要
が
な
く
な
っ
た
ら
当

，
然
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
も
、

｀
手
仕
事
の
技
術
と
機
械
の
技
術
は
両
立
し
て
い

か
な
い
と
い
け
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
う
ま
い

関
係
が
つ
け
ら
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
全
く

ボ
タ
ン
―
つ
で
ど
ん
ど
ん
つ
く
ら
れ
る
と
か
、

あ
る
い
は
ど
ん
な
化
学
的
な
素
材
が
生
ま
れ
た

と
し
て
も
、
そ
れ
を
自
分
の
手
足
な
り
労
力
に

よ
っ
て
生
か
し
て
い
く
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
も

―
つ
の
伝
統
的
な
工
芸
技
術
の
新
し
い
発
展
的

な
形
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

別
々
の
世
界
と
し
て
考
え
て
い
く
の
か
、
そ
こ

の
と
こ
ろ
が
難
し
い
わ
け
で
す
。

手
の
延
長
と
し
て
機
械
を
扱
う
か
、
あ
る
い

は
人
間
の
や
る
こ
と
す
べ
て
を
機
械
に
任
せ
て

し
ま
う
か
の
い
ず
れ
か
で
し
ょ
う
。
土
練
機
も

手
の
延
長
と
し
て
使
う
の
で
、
機
械
と
い
え
ど

も
―
つ
の
道
具
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
確
か

北
村
（
哲
）
徒
弟
制
度
が
な
じ
ま
な
い
世
の

中
に
な
っ
て
き
て
、
伝
統
も
一
部
は
変
わ
っ
て

い
く
わ
け
で
す
よ
ね
。
土
練
機
も
そ
う
だ
と
思

い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
ふ
う
な
も
の
が
加
わ
っ

て
い
く
。
本
質
的
な
も
の
で
は
な
い
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
本
質
的
で
な

い
よ
う
に
見
え
る
こ
と
が
積
み
重
な
っ
て
い
く

と
、
だ
ん
だ
ん
本
質
的
な
も
の
が
薄
れ
て
く
る

と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
気
が
す
る
ん
で
す
。

だ
け
ど
、
実
際
に
そ
れ
で
生
活
し
て
い
ら
っ

し
ゃ
る
方
は
、
毎
日
の
御
飯
を
食
べ
な
き
ゃ
な

ら
な
い
か
ら
、
我
々
み
た
い
に
物
を
つ
く
ら
な

い
人
間
が
勝
手
な
こ
と
を
申
し
上
げ
て
迷
惑
だ

と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
妥
協
点
と
い

う
か
枠
と
い
う
か
、
こ
の
辺
ま
で
は
認
め
ら
れ

て
、
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
ぐ
あ
い
悪
い
の
で
は
な

い
か
と
い
う
、
そ
う
い
う
限
界
を
あ
る
程
度
示

し
て
い
か
な
い
と
、
精
神
と
実
際
の
生
活
と
が

う
ま
く
合
致
し
て
い
か
な
い
と
思
い
ま
す
。

北
村
（
武
）
そ
の
土
練
機
に
し
ま
し
て
も
、
加

藤
先
生
ご
自
身
は
そ
れ
で
き
ち
っ
と
し
た
も
の

を
お
つ
く
り
に
な
っ
て
、
そ
れ
を
活
用
す
る
形

に
電
気
で
動
く
ん
だ
け
れ
ど
も
、
人
間
の
す
べ

て
の
活
動
を
代
用
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
一
部

を
道
具
で
や
っ
て
、
そ
れ
が
非
常
に
便
利
で
あ

る
。
機
械
が
ど
れ
だ
け
人
間
の
手
に
か
わ
り
得

る
か
、
便
利
の
限
界
を
ど
こ
で
見
き
わ
め
る
か
、

と
い
う
と
こ
ろ
に
大
事
な
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
と

思
い
ま
す
。

鈴
木
機
械
の
話
が
い
ろ
い
ろ
と
あ
り
ま
し
た

が
、
や
は
り
道
具
の
延
長
と
し
て
考
え
ら
れ
る

も
の
は
差
し
支
え
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
人
間
が
物
を
つ
く
る
と
き
に
は
昔
か
ら
道

具
を
使
っ
て
き
た
わ
け
で
す
か
ら
。
現
在
、
土

練
機
と
か
電
気
ハ
ン
マ
ー
を
使
う
な
と
い
っ
た

ら
大
変
な
の
で
は
な
い
で
す
か
ね
。
た
だ
、
そ

の
と
き
に
気
持
ち
と
し
て
、
日
本
の
風
土
、
生

活
、
日
本
人
の
美
、
情
緒
を
い
ち
ば
ん
大
事
に

し
た
い
ん
で
す
ね
。
そ
の
基
本
的
な
考
え
方
な

り
気
持
ち
が
ず
れ
な
い
限
り
は
あ
る
程
度
許
容

さ
れ
て
も
い
い
。

北
村
（
哲
）
だ
か
ら
こ
そ
、
若
い
人
に
こ
だ
わ

っ
て
も
ら
い
た
い
で
す
ね
。

大
滝
そ
う
い
う
人
た
ち
の
た
め
に
も
優
れ
た

熱
意
の
あ
る
指
導
者
が
出
て
き
て
く
れ
る
と
い

い
と
思
い
ま
す
が
，

0

乾
絶
対
そ
れ
が
な
い
と
ダ
メ
で
す
よ
。
一
人

の
傑
出
し
た
人
が
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
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影
響
で
若
い
人
が
動
く
…
…
。
例
え
ば
浜
田

庄
司
さ
ん
が
い
た
か
ら
益
子
焼
が
あ
れ
だ
け
に

な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
ね
。

北
村
（
哲
）
加
藤
先
生
は
三
彩
と
か
、
ペ
ル
シ

ャ
の
陶
器
の
研
究
を
な
さ
り
な
が
ら
、
今
日
に

至
ら
れ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
率
直
に
聞
き

ま
す
が
、
そ
の
間
は
食
べ
る
た
め
に
ど
う
さ
れ

て
い
た
ん
で
し
ょ
う
か
。

加
藤
父
親
が
ま
だ
健
在
で
し
た
の
で
、
そ
れ

で
や
れ
た
ん
で
す
。
お
恥
ず
か
し
な
が
ら
、
お

や
じ
が
い
な
か
っ
た
ら
お
手
上
げ
で
し
た
（
笑
）
。

北
村
（
武
）
や
は
り
伝
統
的
な
物
づ
く
り
を

し
て
い
る
人
た
ち
の
姿
勢
と
い
う
か
、
生
活
が

守
ら
れ
な
が
ら
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
が

産
業
的
な
世
界
で
活
用
さ
れ
て
い
く
と
い
う
、

両
方
の
共
存
が
こ
れ
か
ら
の
問
題
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

今
で
は
、
通
産
省
の
や
っ
て
い
る
伝
産
（
伝

統
的
工
芸
品
産
業
）
の
ほ
う
が
人
も
た
く
さ
ん

動
き
ま
す
の
で
、
ど
う
し
て
も
伝
産
の
ほ
う
に

人
々
は
目
を
向
け
て
し
ま
い
ま
す
ね
。

例
え
ば
、
若
い
人
た
ち
が
学
校
を
卒
業
し
て

工
芸
の
世
界
に
入
っ
て
き
た
と
し
て
も
、
コ
ッ

れ
る
後
継
者
の
育
成
と
い
う
問
題
を
非
常
に
重

視
し
て
い
ま
す
。
私
も
学
校
教
育
に
関
係
し
て

い
ま
す
の
で
、
学
校
で
は
手
仕
事
を
徹
底
的
に

や
ら
せ
て
い
る
ん
で
す
。
ろ
く
ろ
の
仕
事
、
筆
の

使
い
方
、
形
の
取
り
方
、
空
間
の
問
題
、
そ
う
い

う
最
も
基
本
の
問
題
を
学
生
に
教
え
て
い
ま
す
。

学
校
に
い
る
う
ち
に
そ
う
い
う
基
本
を
や
っ

て
、
学
校
を
出
て
か
ら
個
性
の
あ
る
自
分
の
仕

事
を
や
る
。
そ
の
た
め
に
は
体
で
覚
え
た
基
本

の
技
術
が
な
い
と
で
き
な
い
ん
で
す
。

大
場
終
戦
後
、
い
わ
ゆ
る
伝
統
工
芸
の
斜
陽

化
が
は
っ
き
り
言
っ
て
あ
り
ま
し
た
。
将
来
、

ど
う
な
る
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
伝
統
工
芸
に

弟
子
入
り
す
る
な
ん
て
い
う
の
は
、
漆
に
関
す

3

る
限
り
は
皆
無
だ
っ
た
ん
で
す
。
そ
う
い
う
時

コ
ツ
と
物
づ
く
り
を
す
る
伝
統
工
芸
の
世
界
に

入
る
よ
り
も
、
社
会
的
な
広
が
り
が
大
き
い
産

業
的
な
方
面
へ
人
材
は
流
れ
て
い
き
ま
す
。

鈴
木
実
際
、
後
継
者
の
問
題
は
非
常
に
深
刻

な
問
題
で
す
よ
ね
。
若
い
人
に
対
し
て
伝
統
工

芸
の
理
念
な
り
魅
力
を
具
体
的
に
、
ど
の
よ
う

に
示
し
て
い
く
か
。
金
工
を
み
る
と
、
伝
統
工

芸
の
主
た
る
技
術
は
近
世
・
近
代
の
も
の
で
あ

り
、
茶
道
美
術
に
関
し
た
も
の
が
多
い
ん
で
す
。

こ
の
茶
道
美
術
は
中
世
の
禅
の
精
神
を
う
け
た

東
洋
独
特
の
美
意
識
で
あ
り
、
日
本
人
の
精
神

文
化
の
特
色
の
一
っ
と
し
て
、
伝
統
工
芸
の
重

要
性
を
痛
感
す
る
も
の
で
す
。

北
村
（
武
）
京
都
の
染
織
業
界
の
深
刻
な
状

況
の
根
本
に
は
和
装
離
れ
と
い
う
現
象
が
あ
り

ま
す
。
つ
く
り
手
を
養
成
し
よ
う
に
も
今
申
し

上
げ
た
よ
う
に
人
材
が
な
か
な
か
集
ま
っ
て
こ

⑥
 

に
日
本
伝
統
工
芸
展
が
で
き
ま
し
た
。
私
は

今
で
も
あ
れ
は
す
ば
ら
し
い
こ
と
だ
っ
た
と
思

っ
て
い
ま
す
。
さ
て
、
高
度
成
長
時
代
に
な
り

ま
す
と
、
若
者
も
手
に
職
を
持
た
な
く
ち
ゃ
い

け
な
い
、
手
仕
事
を
覚
え
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い

と
い
う
世
の
中
に
な
っ
て
き
た
。
こ
の
段
階
に

お
い
て
、
ぽ
つ
ぼ
つ
と
弟
子
入
り
が
増
え
て
き

ま
し
た
。
昭
和
四

0
年
ご
ろ
か
ら
で
す
。
そ
の

時
は
、
何
と
か
若
い
人
を
養
成
し
な
く
ち
ゃ
い

け
な
い
、
若
い
人
に
工
芸
の
技
術
を
身
に
つ
け

さ
せ
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
、
こ
の
こ
と
ば
か
り

で
頭
が
い
っ
ぱ
い
で
し
た
。

そ
の
一
番
大
事
な
こ
と
は
働
く
こ
と
、
朝
か

ら
晩
ま
で
働
く
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
技
術
の
練

磨
に
つ
な
が
る
ん
で
す
ね
。
こ
れ
が
一
番
大
事

で
は
な
い
か
と
私
は
思
い
ま
す
。

私
自
身
は
一

0
年
間
毎
日
一
四
時
間
働
き
ま
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な
い
の
で
す
。
ど
こ
へ
つ
く
り
手
を
求
め
る
か

と
い
う
と
、
中
国
や
ベ
ト
ナ
ム
等
の
外
国
に
頼

る
し
か
な
い
。
そ
う
い
う
状
況
の
中
で
、
京
都

の
産
業
で
あ
り
な
が
ら
、
実
際
の
労
力
は
外
部

に
頼
っ
て
い
る
と
い
う
ド
ー
ナ
ツ
化
現
象
が
お

き
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
や
っ
て
い
け
る
よ
う

に
と
、
機
械
化
が
進
ん
で
い
く
の
が
現
状
で
す
。

鈴
木
そ
れ
は
産
業
の
問
題
、
社
会
の
問
題
と

し
て
非
常
に
大
き
な
問
題
に
な
っ
て
く
る
の
だ

と
思
い
ま
す
。

大
場
漆
だ
っ
て
一
緒
で
す
。
簡
単
に
で
き
る

仕
事
で
は
な
い
の
で
、
そ
れ
な
り
に
修
業
も
長

い
し
、
一
点
つ
く
る
の
に
も
大
変
な
仕
事
な
ん

で
す
。
若
い
人
た
ち
は
大
変
な
思
い
を
し
て
仕

事
を
し
て
い
る
ん
で
す
。
た
だ
、
コ
ッ
コ
ツ
と

仕
事
を
仕
上
げ
て
、
自
分
の
喜
び
を
得
よ
う
と

し
て
一
生
懸
命
や
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

加
藤
私
は
、
工
芸
技
術
の
未
来
を
支
え
て
く

し
た
。
そ
う
い
う
経
験
者
で
す
か
ら
、
一
日
八

時
間
労
働
と
い
う
時
代
に
あ
え
て
「
そ
ん
な
こ

と
で
ど
う
す
る
ん
だ
」
と
弟
子
た
ち
に
言
っ
て

い
る
。
朝
か
ら
晩
ま
で
働
い
て
反
復
練
習
を
す

る
、
練
磨
す
る
、
そ
の
必
要
性
を
強
調
し
て
い

る
ん
で
す
。
技
術
と
い
う
の
は
そ
ん
な
簡
単
に

身
に
つ
く
も
の
で
は
な
い
。
文
句
を
言
う
な
、

ま
ず
体
で
仕
事
を
覚
え
ろ
と
。

身
に
つ
い
た
技
術
は
、
古
い
技
術
で
あ
ろ
う

と
昔
か
ら
の
伝
承
で
あ
ろ
う
と
、
そ
の
と
お
り

覚
え
て
い
い
ん
で
す
。
し
か
し
、
そ
こ
か
ら
進

歩
し
な
く
ち
ゃ
い
か
ん
。
そ
の
技
術
が
身
に
つ

い
た
ら
、
い
ろ
ん
な
先
輩
か
ら
教
わ
り
な
さ
い
、

自
然
か
ら
学
び
な
さ
い
、
人
に
教
わ
り
な
さ
い

と
。
そ
れ
が
や
は
り
伝
統
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
そ
う
い
う
生
活
を
無
視
し
て
し
ま
っ
た
と

い
う
こ
と
が
大
変
恐
い
こ
と
な
ん
で
す
。

北
村
（
武
）
佃
日
本
工
芸
会
の
ほ
う
で
も
後
継

者
育
成
の
た
め
の
事
業
が
毎
年
計
画
さ
れ
て
い

る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
う
技
術
は
、

そ
う
短
期
間
に
覚
え
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
も
っ
と
さ
ま
ざ
ま
な
育
成
事
業
を
長
期

的
継
続
的
に
や
ら
な
い
と
い
け
な
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
の
期
間
に
人
が
集
ま
っ
て
、

そ
こ
で
勉
強
会
を
す
る
と
い
う
程
度
の
こ
と
な

ら
、
最
初
の
取
っ
か
か
り
と
し
て
は
あ
っ
て
も
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い
い
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
不
充
分

だ
と
思
い
ま
す
。

学
校
の
仕
組
み
か
ら
し
て
中
学
校
、
高
校
、

大
学
と
三
年
刻
み
ぐ
ら
い
に
気
持
ち
が
変
わ
る

の
で
、
何
か
や
っ
た
ら
三
年
ぐ
ら
い
で
ひ
と
く

ぎ
り
と
い
う
感
覚
が
広
が
っ
て
い
る
よ
う
に
思

う
ん
で
す
。

伝
統
工
芸
技
術
は
そ
う
い
う
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
か
ら
、
こ
の
人
と
い
う
人
材
を
見
つ
け

た
ら
、
さ
ら
に
優
れ
た
指
導
者
の
も
と
へ
預
け

る
な
り
何
な
り
し
て
、
徹
底
的
な
長
期
の
育
成

計
画
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

私
個
人
の
経
験
で
す
が
、
日
本
伝
統
工
芸
展

の
お
か
げ
で
こ
う
い
う
世
界
を
知
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
日
本
伝
統
工

芸
展
そ
の
も
の
の
充
実
が
、
後
継
者
育
成
と
エ

芸
技
術
の
継
承
に
最
も
効
果
的
な
形
で
は
な
い

か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

地
方
の
末
端
で
真
面
目
に
や
っ
て
い
る
者
同

士
が
、
情
報
交
換
し
て
切
磋
琢
磨
し
、
日
本
伝
，

統
工
芸
展
な
ど
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み
る
こ
と

が
大
切
で
す
。
で
す
か
ら
、
毎
年
の
そ
う
い
っ

た
公
開
事
業
で
あ
る
展
覧
会
を
積
極
的
に
内
容

の
あ
る
も
の
と
し
て
推
進
し
て
い
く
こ
と
が
、

最
も
効
果
的
に
後
継
者
育
成
事
業
の
目
的
を
果

た
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

大
滝
伝
統
工
芸
を
現
在
か
ら
末
来
へ
と
伝
え

て
い
く
た
め
に
は
、
多
く
の
方
々
に
優
れ
た
伝

統
の
「
わ
ざ
」
を
見
て
も
ら
い
、
魅
力
を
知
っ

て
も
ら
う
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
文
化
庁

と
し
て
も
、
先
ほ
ど
も
お
話
に
あ
り
ま
し
た
日

本
伝
統
工
芸
展
な
ど
の
公
開
事
業
の
拡
充
を
図

っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
若

手
の
方
々
を
中
心
と
し
た
後
継
者
の
養
成
・
確

保
を
進
め
て
い
く
た
め
に
は
、
研
修
の
機
会
を

充
実
さ
せ
る
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
ご

提
案
の
あ
り
ま
し
た
長
期
的
育
成
計
画
案
な
ど

は
貴
重
な
ご
意
見
だ
と
思
い
ま
す
。

今
回
の
座
談
会
で
い
た
だ
い
た
ご
意
見
を
参

考
に
、
我
が
国
の
貴
重
な
文
化
的
所
産
で
あ
る

伝
統
工
芸
を
積
極
的
に
支
え
て
い
く
施
策
を
今

後
と
も
推
進
し
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

本
日
は
た
い
へ
ん
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

こ。t
 

（注）
①
楽
焼
…
…
楽
家
で
作
ら
れ
た
陶
器
。
始
祖
は
長

次
郎
で
、
二
代
の
常
慶
が
豊
臣
秀
吉
か
ら
「
楽
」

の
印
を
受
け
、
以
来
屋
号
と
し
た
。
千
利
休
に

好
ま
れ
、
佗
茶
の
茶
碗
と
し
て
多
く
用
い
ら
れ

こ。t
 

②
織
部
…
…
織
部
焼
。
安
土
桃
山
時
代
に
美
濃
地

方
で
、
古
田
織
部
に
よ
り
は
じ
め
ら
れ
た
。
形

状
や
文
様
が
多
様
で
装
飾
性
が
高
く
、
斬
新
な

意
匠
の
も
の
が
多
い
。

③
策
、
綜
統
…
・
・
機
の
附
属
具
。
策
は
経
糸
を
整

え
緯
糸
を
織
り
込
ん
で
い
く
た
め
に
、
綜
統
は

経
糸
を
上
下
さ
せ
緯
糸
を
通
す
道
を
作
る
た
め

に
そ
れ
ぞ
れ
用
い
ら
れ
る
。

④
八
木
一
夫
…
…
陶
芸
家
。
青
年
作
陶
家
集
団
を

結
成
す
る
な
ど
、
社
会
と
深
く
関
わ
る
制
作
姿

勢
を
と
る
。
ま
た
、
陶
芸
を
立
体
造
形
と
と
ら

え
、
ぞ
の
幅
広
い
創
作
活
動
は
国
際
的
に
も
高

い
評
価
を
受
け
る
。
(
-
九
一
八

1
一
九
七
九
）

⑤
浜
田
庄
司
…
…
陶
芸
家
。
柳
宗
悦
ら
と
と
も
に

民
芸
運
動
を
推
進
。
栃
木
県
益
子
に
居
を
か
ま

え
、
現
地
の
陶
土
と
釉
薬
を
用
い
、
力
強
い
優

品
を
制
作
す
る
。
重
要
無
形
文
化
財
「
民
芸
陶

器
」
保
持
者
。
一
九
六
八
年
文
化
勲
章
受
章
。

（
一
八
九
四

1
一
九
七
八
）

⑥
日
本
伝
統
工
芸
展
…
…
一
九
五
四
年
よ
り
日
本

工
芸
会
、
文
化
庁
な
ど
の
主
催
で
毎
年
開
催
さ

れ
る
。
「
陶
芸
」
「
染
織
」
「
漆
芸
」
「
金
工
」
「
木

竹
エ
」
「
人
形
」
「
そ
の
他
の
工
芸
」
の
七
つ
の

部
門
に
分
か
れ
、
毎
年
多
数
の
優
品
が
寄
せ
ら

れ
る
。
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表紙解説 津和野城跡と弥栄神社の鷺舞

津和野城は、尿仁3年(1295)、鎌倉幕府ガ九州、中国、四国の沿岸警備の一瑣とし

て、西石見の洒岸防備を吉見頼行に命じ築城しだのガ始まりで、山城の代表的な城跡

である。城主は、吉見氏が14代、坂崎氏ガ1代治めた後、亀井氏が明治4年 (1871)

の廃藩置県で当地を去るまで居城しだ。
9ぐら

津和野盆地の西方山地を利用して階段状に築かれだ本丸跡や東門跡、三段機跡、腰
くるわ

--・・-―石垣はまれにみる雄大なもので、古城の旧態をよく残している。
やさか

歴代津和野城主が崇敬しだ弥栄神社の祭礼として、毎年7月20日と27巳に
みこし

神輿の巡行に供奉する。古く京都の祇園会で演じられていだガ、室町時代に大内氏ガ

山口の祇園会に伝習させ、さらにこれが弥栄神社の祭礼にも伝えられだといわれてい

る。その後一時中絶状態となつだガ、江戸時代初期に亀井氏が京都ガら直接伝習させ、

合日まで継承されてきている。

所役は、鷺2人、棒振り 2人、籍薮2人の計6人で、それに繭'J-8入、警固役以下

33人がつき、総勢47人で巡行する。鷺に扮しだ優美な踊り方は、古風な京都祇園会の

風流の芸態を令によくとどめるものであり、わが国芸能の変遷を知る上できわめて重

要な伝承である。

津和野城跡は昭和17年に国の史跡に指定され、鴛舞は平成6年に重要無形民俗文化

財に指定されだo （島根県教育庁文化財課文化財保護主事萩雅人）
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平成 7 年 7 月 25日印刷•発行

編集ー文化庁

編集後記

今月号では伝統工芸技術について特集いたしました。皆さんは「伝

統工芸」ときくと何を連想されるでしょうか。漆器や焼物、紬織な

どさまざまだと思います。伝統工芸といわれるものの多くは、人々

の日々の生活のなかから生み出されてきたものでした。近代の経済

構造や生活環境の変化で、今改めて「伝統」とは何かについて考え

る時期にきているようです。座談会にご出席いただいた作家の先生

方は、日々、「伝統」の重みと現代生活のはざまでご苦労されている

ようです。

ところで、皆さんは毎年開催されている日本伝統工芸展に足を運

ばれたことがあるでしょうか。素晴らしい伝統工芸作品の数々が一

堂に展示され、その盛況ぶりには一般の方々の関心の高さがうかが

えます。全国を巡回展示しますので、ぜひ一度はお運びください。

日本の美の真髄ともいえる「伝統」を後世に伝えていくには、作

る側だけでなく使う側である私たちも大切な役割を担っているとい

えるのではないでしょうか。 (S) 
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