
友禅をはじめ100年前に 伝統

工芸 と呼ばれる分野は存在し

ていたのだろうか 多くの先達

が伝えたかったこと それは…
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戦
後
、
日
本
人
は
物
の
豊
か
さ
と
引
き

換
え
に
大
切
な
も
の
を
忘
れ
て
き
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
本
人
が
忘
れ
つ
つ

あ
る
価
値
観
が
今
も
生
き
続
け
る
千
年
の

都
・
京
都
か
ら
温
故
知
新
の
知
恵
を
発
信

す
る
。
（
毎
週
日
曜
日
に
掲
載
し
ま
す
）

今
で
こ
そ
、
友
禅
の
世
界
も
「
伝
統
工
芸
」

と
呼
ば
れ
ま
す
。
し
か
し
、
百
年
前
に
果
た
し

て
「
伝
統
工
芸
」
と
い
う
分
野
は
あ
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。

友
禅
に
限
ら
な
い
こ
と
で
す
が
、
今
、
伝
統

工
芸
と
呼
ば
れ
る
各
分
野
の
人
々
は
、
何
を
守

り
、
何
を
伝
え
て
き
た
の
か
。

お
そ
ら
く
、
そ
れ
は
、
長
い
年
月
を
か
け
て

作
り
上
げ
て
き
た
、
技
術
そ
の
も
の
よ
り
も
、

哲
学
や
思
想
、
も
の
の
考
え
方
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
技
（
技
術
）
は
、
各
時
代
に
、
よ
り

よ
い
も
の
を
生
か
し
改
良
を
重
ね
て
い
く
も
の

で
す
。
友
禅
に
即
し
て
言
え
ば
、
過
去
、
多
く

の
先
達
が
求
め
な
が
ら
、
つ
い
に
果
た
せ
な
か

っ
た
、
新
し
い
何
か
を
生
み
出
す
。
そ
れ
が
大

事
で
あ
り
、
決
し
て
、
古
い
形
の
何
か
を
残
す

こ
と
が
役
割
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

最
近
、
こ
れ
を
痛
感
し
て
い
ま
す
。
昨
春
、

東
日
本
大
震
災

が
あ
り

ま

し

た
。ち
ょ
う
ど
、

フ
ラ
ン
ス
の
映

像
作
家
が
正
月

か
ら
自
宅
に
滞

在
中
で
、
カ
メ

ラ
を
回
し
て
い

た
と
こ
ろ
で
し

た
。
原
発
事
故

発
生
か

ら

す

ぐ
、
大
使
館
か

ら
の
帰
国
命
令
で
、
慌
た
だ
し
く
引
き
揚
げ
ま

し
た
。
僕
は
と
言
え
ば
、
十
数
日
、
呆

ぼ
う

然
ぜ
ん

と
し

て
い
ま
し
た
。

「
こ
ん
な
と
き
に
、
美
し
い
着
物
作
り
に
専

念
し
て
い
る
だ
け
で
い
い
の
か
」

工
芸
作
家
仲
間
で
募
金
を
や
り
、
第
二
弾
も

計
画
し
な
け
れ
ば
、と
考
え
て
い
る
今
で
す
が
、

結
局
、
文
化
財
保
護
と
後
継
者
育
成
の
仕
事
を

続
け
て
き
た
身
だ
か
ら
、
こ
れ
を
懸
命
に
や
り

続
け
て
い
く
こ
と
が
、
震
災
で
亡
く
な
ら
れ
た

被
災
者
へ
の
「
オ
マ
ー
ジ
ュ
（
献
辞
）
」
に
な

る
と
考
え
て
い
ま
す
。

も
う
一
つ
。放
射
性
物
質
の「
半
減
期
」
は
、

人
の
一
生
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
長
さ
だ
そ
う

で
す
。
日
本
の
立
て
直
し
に
、
何
が
求
め
ら
れ

る
の
か
、
考
え
を
巡
ら
す
う
ち
に
ハ
ッ
と
し
ま

し
た
。
ご
先
祖
さ
ま
た
ち
が
伝
え
た
か
っ
た
こ

と
は
、
近
代
化
が
進
み
、
便
利
な
生
活
が
広
が

る
中
で
、
人
々
が
切
り
落
と
し
、
忘
れ
去
っ
た

か
に
見
え
る
、
心
く
ば
り
や
生
活
・
行
動
様
式

で
は
な
い
か
、
と
。
例
え
ば
、
「
お
先
に
ど
う

ぞ
」
と
い
う
こ
と
ば
を
、
多
く
の
人
が
お
忘
れ

に
な
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
他
人
を
利
す
る

思
想
、
利
他
主
義
と
言
い
換
え
て
も
い
い
論
調

を
つ
い
最
近
、
拝
見
し
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

何
を
な
す
べ
き
か
、具
体
的
な
方
法
と
し
て
、

習
字
の
復
活
を
思
い
描
い
て
い
ま
す
。
小
学
校

の
授
業
に
、
習
字
を
ぜ
ひ
、
取
り
入
れ
て
ほ
し

い
の
で
す
。
週
に
１
回
、
墨
を
す
り
、
筆
を
使

い
、
古
紙
を
使
っ
て
練
習
し
、
半
紙
に
清
書
す

る
。
手
本
に
忠
実
で
は
な
く
、
気
持
ち
を
表
す

場
と
し
て
…
。
最
後
に
は
、
す
ず
り
箱
な
ど
を

き
れ
い
に
整
え
る
。こ
れ
を
６
年
間
続
け
れ
ば
、

日
本
人
が
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
中
に
き
っ
と
残
し
持
っ
て

い
る
で
あ
ろ
う
伝
統
文
化
を
大
切
に
す
る
心
を

蘇
よ
み
が
えら
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
幸

い
、
今
で
も
、
墨
や
筆
の
生
産
体
制
は
整
っ
て

お
り
、
京
都
か
ら
始
め
ら
れ
れ
ば
、
こ
ん
な
う

れ
し
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

僕
は
一
昨
年
（
２
０
１
０
年
）
に
大
病
を
患

い
、
昨
年
は
大
震
災
。
人
生
の
締
め
く
く
り
を

意
識
し
て
い
ま
す
。
今
、
日
本
は
夕
日
が
沈
む

よ
う
に
、
暗
闇
に
向
か
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
日
は
ま
た
昇

り
ま
す
。

「
文
化
で
世
界
の
役
に
立
ち
た
い
」
と
、
あ

の
敗
戦
の
廃
虚
か
ら
立
ち
上
が
っ
た
こ
と
を
忘

れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

長
生
き
し
た
父
も
友
禅
作
家
で
し
た
が
、
僕

も
微
力
な
が
ら
、
一
代
で
は
築
き
上
げ
ら
れ
な

い
も
の
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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（
「
日
本
人
の
忘
れ
も
の
」
は
、
京
都
新
聞
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
）

聖
バ
レ
ン
タ
イ
ン
デ
ー

京
都
に
生
ま
れ
、
京
の
四
季
を
感
じ
、

家
の
年
中
行
事
を
楽
し
み
な
が
ら
暮
ら
し

て
き
た
。
お
正
月
、
節
分
、
雛

ひ
な

祭
り
、
お

盆
、
お
火

ひ

焚
た
き

な
ど
、
大
人
に
な
っ
て
か
ら

は
準
備
も
そ
れ
な
り
に
た
い
へ
ん
だ
が
、

毎
年
当
た
り
前
の
事
で
あ
る
。

世
の
中
は
今
、
何
事
も
便
利
に
な
り
、

面
倒
な
事
は
敬
遠
さ
れ
て
年
中
行
事
も
年

々
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
。

お
正
月
も
雑
煮
椀

わ
ん

や
盃

は
い

な
ど
の
塗

ぬ
り

物
も
の

は

扱
い
方
が
難
し
い
と
、
使
う
人
が
少
な
く

な
っ
て
き
て
い
る
。
塗
物
を
造
る
仕
事
に

携
わ
っ
て
い
る
私
に
と
っ
て
悲
し
い
事
で

あ
る
。

禅
院
の
僧
侶
や
茶
人
、
昔
の
人

ひ
と

達
た
ち

は
お

椀
で
御
飯
を
食
べ
、
食
後
は
お
茶
や
湯
、

漬
物
で
お
椀
を
清
め
て
き
れ
い
に
す
る
。

食
材
や
料
理
人
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
、

物
を
大
事
に
使
う
心
を
大
切
に
し
て
い

る
。
大
量
の
水
や
洗
剤
を
使
わ
ず
エ
コ

で
も
あ
る
。
昔
か
ら
当
た
り
前
に
し
て
い

た
事
に
は
利
に
叶

か
な

っ
た
事
が
た
く
さ
ん
あ

る
。様

々
な
情
報
が
あ
ふ
れ
、
便
利
な
暮
ら

し
に
馴

な

れ
て
い
る
子
供
達
に
、
日
本
、
そ

し
て
京
都
の
良
き
事
を
、
私
達
大
人
が
祖

父
母
や
親
か
ら
教
わ
っ
た
よ
う
に
、
一
緒

に
し
て
見
せ
、
伝
え
て
い
く
事
が
今
を
生

き
る
大
人
の
責
任
の
よ
う
に
思
う
。

（
次
回
２
月

日
の
リ
レ
ー
メ
ッ
セ
ー
ジ

は
、
茶
道
武
者
小
路
千
家
家
元
夫
人
の
千

和
加
子
さ
ん
で
す
） 中

村

宗
哲
さ
ん

千
家
十
職
塗ぬ

師し

■

伝
え
る

お
菓
子
メ
ー
カ
ー
の
販
売
戦
略
か
ど
う

か
は
別
に
し
て
、
セ
ン
ト
バ
レ
ン
タ
イ
ン

デ
ー
は
今
や
、
日
本
の
年
中
行
事
に
定
着

し
て
い
ま
す
。

Ａ
Ｄ
２
６
９
年
（
ユ
リ
ウ
ス
暦
）
２
月

日
、
現
在
の
イ
タ
リ
ア
で
カ
ト
リ
ッ
ク

司
祭
、
ウ
ァ
レ
ン
テ
ィ
ヌ
ア
ス
が
、
ロ
ー

マ
皇
帝
に
よ
る
宗
教
弾
圧
で
処
刑
さ
れ
ま

す
。
彼
の
殉
教
日
が
後
に
、
キ
リ
ス
ト
教

の
祝
祭
日
と
な
り
ま
し
た
。

西
欧
の
習
慣
に
倣
い
、
日
本
の
女
性
た

ち
が
、
広
く
こ
の
日
に
好
き
な
男
性
へ
チ

ョ
コ
レ
ー
ト
な
ど
を
贈
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
１
９
７
０
年
代
か
ら
。
季
節
も
人
の

心
も
春
め
く
こ
と
か
ら
き
た
慣
習
で
す
。

最
近
は
、
「
義
理
」
で
も
「
本
命
」
で
も

な
く
家
族
や
友
人
に
贈
る
チ
ョ
コ
も
増
え

て
い
る
よ
う
で
す
。
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