
会

津

漆

器

業

の

歴

史

的
考
察

「
問
屋
制
」
を
中
心
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
坂

　
本
　
三
　
恵

　
日
本
人
に
と
っ
て
「
近
代
化
」
と
は
、
特
に
第
二
次
世
界
大
戦
後
は
、
欧
米
の
影
響
に
よ
り
、
　
r
西
洋
化
L
す
る
こ
と
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
て
き
た
。

　
そ

し
て
、
そ
の
考
え
が
、
今
も
な
お
一
般
に
浸
透
し
、
肯
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

　
確
か

に
、
戦
前
に
比
べ
る
と
、
欧
米
並
み
に
r
近
代
化
」
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
人
の
生
活
は
、
大
変
合
理
化
さ
れ
暮
し

や
す

く
な
っ
て
き
た
。

　
し
か
し
、
こ
こ
数
年
前
か
ら
、
真
の
「
日
本
の
近
代
化
」
と
は
、
は
た
し
て
r
西
洋
化
」
す
る
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
疑

問

が
、
人
々
の
間
に
生
ま
れ
て
き
た
。

　
つ

ま
り
、
今
ま
で
の
合
理
化
の
み
を
追
求
し
て
き
た
日
本
の
「
近
代
化
」
の
な
さ
れ
方
に
、
日
本
人
の
心
情
に
合
わ
な
い
、
味
け

な
さ
や
物
足
り
な
さ
な
ど
と
い
う
不
満
を
持
っ
た
人
々
が
増
え
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
そ

し
て
、
今
ま
で
の
r
日
本
の
近
代
化
」
の
あ
り
方
に
対
す
る
反
省
を
こ
め
て
、
自
分
達
が
、
忘
れ
て
き
た
と
い
う
よ
り
、
忘
れ

よ
う
と
し
て
き
だ
、
昔
か
ら
の
〃
日
本
ら
し
さ
”
を
再
発
見
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
起
こ
っ
て
き
た
o

　
こ
れ
が
、
　
一
時
、
マ
ス
コ
ミ
な
ど
を
賑
わ
し
た
、
”
デ
ィ
ス
ヵ
バ
ー
・
ジ
ャ
パ
ン
”
と
い
う
言
葉
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
風
潮
で

あ
る
。

　

こ
れ
に
よ
っ
て
、
日
本
全
国
、
各
地
の
伝
統
産
業
が
見
直
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
従
っ
て
、
日
本
に
は
、
昔
か
ら
、
多
く
の
伝
統
産
業
が
あ
る
が
、
今
日
ほ
ど
こ
の
伝
統
産
業
に
お
け
る
〃
手
づ
く
り
の
味
”
と
か
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〃

本
物
の

味
”
と
い
う
こ
と
が
、
見
直
さ
れ
て
い
る
時
期
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
そ

の

中
に
あ
っ
て
、
私
の
故
郷
の
伝
統
産
業
で
あ
る
”
会
津
漆
器
”
も
現
在
、
こ
の
波
に
大
き
く
揺
れ
て
い
る
。

　
何
故

な
ら
、
”
会
津
漆
器
”
は
、
近
頃
ブ
ー
ム
と
な
っ
て
い
る
”
輪
島
漆
器
”
の
よ
う
に
、
伝
統
性
を
重
要
視
し
、
元
来
か
ら
の

方
法

を
か
た
く
な
π
維
持
し
て
作
り
あ
げ
ら
れ
た
一
口
向
級
品
と
は
違
い
、
近
代
的
機
械
制
生
産
方
式
に
よ
っ
て
大
量
に
生
産
さ
れ
る
、
豊

富

な
種
類
と
価
格
の
低
廉
に
ょ
る
大
衆
品
を
本
命
と
し
て
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
つ

ま
り
、
同
じ
漆
器
と
S
う
産
業
で
あ
り
な
が
ら
、
”
輪
島
漆
器
”
が
「
伝
統
性
」
を
重
要
視
し
て
き
て
い
る
の
に
対
し
て
、
〃

会
津
漆

器
”
は
歴
史
的
に
み
て
も
伝
統
性
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
「
産
業
性
」
を
重
要
視
し
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
で

あ
る
。

　
そ
れ

は
、
現
在
、
〃
会
津
漆
器
”
に
￥
け
る
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
と
木
製
品
の
割
合
が
、
八
対
二
で
あ
る
と
S
う
こ
と
か
ら
も
わ

か
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
”
会
津
漆
器
〃
を
支
え
て
き
た
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
が
、
伸
び
悩
ん
で
い
る
現
在
、
会
津
も
古
来
か
ら
受
け
継
い

で

き
た
手
法
を
用
い
て
、
〃
輪
島
漆
器
”
の
よ
う
な
〃
手
づ
く
り
”
の
漆
器
を
生
産
し
て
い
け
ば
い
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
風
潮

が
、
世
間
一
般
に
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
し
か
し
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
か
ら
木
製
品
へ
の
移
行
は
、
材
料
も
少
な
く
、
腕
の
良
い
職
人
も
わ
ず
か
で
あ
る
と
い
う
現
実
か

ら
も
、
　
一
般
に
言
わ
れ
る
ほ
ど
地
元
で
は
、
容
易
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
つ

ま
り
会
津
漆
器
の
場
合
、
世
間
一
般
が
考
え
る
よ
う
な
デ
ィ
ス
カ
バ
ー
・
ジ
ャ
パ
ン
的
な
考
え
で
、
そ
う
簡
単
に
は
、
会
津
漆

器
の

主

力
製
品
で
あ
る
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
か
ら
、
現
在
の
会
津
漆
器
業
界
に
お
い
て
生
産
が
容
易
で
な
い
木
製
品
に
移
行
す
る
こ

と
は
、
大
変
・
困
難
な
こ
と
で
あ
る
と
S
え
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
岐
路
に
た
っ
た
”
会
津
漆
器
”
を
指
導
し
て
い
く
の
は
、
歴
史
的
に
み
て
、
こ
れ
ま
で
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、

今
後

と
も
〃
会
津
漆
器
”
の
中
心
的
役
割
を
担
っ
て
い
く
「
問
屋
」
で
あ
る
。
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r問
屋
」
は
、
過
去
に
お
け
る
”
会
津
漆
器
”
の
幾
多
の
岐
路
に
も
、
業
界
の
中
心
と
な
っ
て
乗
り
越
え
て
き
た
。

　
従
っ
て
、
こ
の
”
会
津
漆
器
〃
に
お
け
る
「
問
屋
制
」
の
功
罪
は
”
会
津
漆
器
の
歴
史
”
に
多
大
な
影
響
を
与
え
て
き
た
こ
と
か

ら
も
、
問
屋
制
の
あ
り
方
そ
れ
自
身
が
、
会
津
漆
器
の
歴
史
そ
の
も
の
と
い
っ
て
も
言
い
過
ぎ
で
は
な
い
。

　
そ
れ

で

は
、
何
故
こ
の
よ
う
に
r
問
屋
L
を
中
心
と
し
て
、
会
津
漆
器
が
発
達
し
て
き
た
の
か
を
歴
史
的
に
探
っ
て
い
く
と
、
そ

れ
は

会

津
藩
の
保
護
と
統
制
の
も
と
に
発
展
し
た
、
い
わ
ゆ
る
”
城
下
町
工
業
”
で
あ
っ
た
事
に
そ
の
原
因
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で

き
る
。

　
そ

し
て
、
こ
の
事
は
、
今
日
の
会
津
漆
器
の
あ
り
方
に
非
常
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ

れ

は
、
会
津
藩
が
”
商
人
で
あ
る
「
問
屋
」
と
工
人
で
あ
る
「
職
人
」
と
の
明
確
な
る
社
会
的
分
業
体
制
”
と
い
う
、
商
・
工

分
離
政

策
を
会
津
漆
器
業
に
対
し
て
行
な
っ
た
た
め
、
結
果
的
に
は
、
商
パ
的
悔
格
を
も
つ
「
問
屋
」
の
力
を
増
大
さ
せ
、
工
入
で

あ
る
「
職
人
」
の
力
を
零
細
な
も
の
に
留
め
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
の
で
あ
る
。

　
そ

れ
で

は
一
体
、
い
つ
頃
か
ら
こ
の
よ
う
な
会
津
藩
の
商
・
工
分
離
政
策
が
、
確
立
さ
れ
強
化
さ
れ
た
の
か
を
歴
史
的
に
探
っ
て

い

く
と
、
そ
れ
は
徳
川
秀
忠
第
四
子
「
保
科
正
之
」
以
来
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
以
後
の
松
平
時
代
と
い
え
る
。

　
こ
の
時
代
の
会
津
藩
の
会
津
漆
器
業
に
対
す
る
経
済
統
制
の
仕
組
み
を
具
体
的
に
み
て
み
る
と
、
第
一
に
、
完
全
な
あ
る
S
は
部

分

的
な
漆
液
の
専
売
制
を
通
し
て
す
る
商
品
生
産
者
‖
塗
師
に
対
す
る
規
制
。
第
二
に
、
製
造
業
者
と
販
売
業
者
の
分
断
、
つ
ま
り

明
確
な
商
工
分
離
政
策
。
従
っ
て
第
三
に
、
販
売
独
占
の
特
権
を
持
つ
商
人
株
仲
ケ
間
の
公
許
制
。
こ
れ
ら
に
、
商
工
業
と
し
て
の

漆
器
業
に

対
す

る
藩
の
経
済
統
制
政
策
の
根
本
が
あ
る
と
い
え
る
。

　
そ

し
て
、
こ
の
よ
う
な
販
売
独
占
の
特
権
を
公
許
さ
れ
る
商
人
株
仲
ケ
間
は
、
漆
器
製
造
に
は
ノ
ン
タ
ッ
チ
の
、
そ
の
意
味
で
は

商
人
の

工
人

へ
の

仕

込
み

や

前
貸
を
含
ま
な
い
、
純
粋
の
仲
買
商
人
と
し
て
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

　
製
造
業
で

あ
る
塗
師
と
販
売
専
業
者
で
あ
る
仲
買
商
人
の
分
離
と
い
う
こ
と
も
、
次
第
に
生
産
販
売
額
を
増
太
し
つ
つ
あ
っ
た
漆
器

業

に
対
す
る
、
藩
権
力
の
巧
妙
な
社
会
統
制
と
産
業
統
制
の
一
石
二
鳥
策
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
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つ

づ
、
り
、
藩
の
専
売
制
を
通
し
て
藩
み
ず
か
ら
が
前
貸
問
屋
的
性
格
を
示
し
な
が
ら
、
産
業
上
の
統
制
を
、
分
断
さ
せ
た
商
・
工

に
別
々
に
加
え
る
こ
と
は
、
商
工
業
者
の
実
力
を
分
解
さ
せ
、
封
建
社
会
を
維
持
す
る
賢
明
な
手
段
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
以
上
の
様
な
藩
の
政
策
は
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
漆
器
業
を
衰
微
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら

か

で

あ
る
。
つ
ま
り
、
会
津
漆
器
業
に
、
保
護
を
加
え
発
展
さ
せ
つ
つ
、
こ
れ
を
統
制
的
に
収
奪
し
て
行
こ
う
と
す
る
の
が
、
藩
の

方

針
だ

っ

た

と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
商

人
株
仲
ヶ
間
の
誕
生
に
よ
っ
て
、
自
ら
が
生
産
し
た
漆
器
の
販
売
権
を
、
完
全
に
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
〃
塗
師
職
人
”
達
は
、

そ
の

結

果
、
明
治
維
新
と
い
う
一
大
社
会
経
済
変
革
の
時
期
に
お
い
て
、
何
ら
な
す
術
も
な
か
っ
た
。
そ
し
て
結
局
、
藩
に
変
わ
り

徐
々
に
次
代
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
力
を
培
っ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
商
人
株
仲
ヶ
間
の
も
と
で
、
働
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で

あ
る
．

　
こ
の
こ
と
か
ら
、
維
新
後
明
治
以
来
の
会
津
漆
器
の
展
開
を
、
主
導
的
に
推
し
進
め
る
こ
と
と
な
っ
た
商
人
問
屋
層
の
存
在
と
そ

の

形
態
は
、
藩
制
期
の
商
入
株
仲
ヶ
間
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
従
っ
て
、
会
津
漆
器
業
に
お
け
る
問
屋
制
は
、
幕
末
に
お
い
て
既
に
そ
の
前
提
的
諸
条
件
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
明
治
期

に

入

る
と
、
社
会
的
．
経
済
的
な
背
景
の
変
化
に
応
じ
て
、
　
「
問
屋
前
貸
制
」
と
い
う
形
で
、
明
治
後
期
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
そ

の

原
型
が
確
立

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
以
後
の
会
津
漆
器
業
に
お
け
る
支
配
的
体
制
と
し
て
存
続
し
、
会
津
産
地
の
社
会
的

・

経
済
的
構
造

を
明
確
に
特
徴
づ
け
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
会
津
漆

器
の

製
造
販
売
に
あ
た
っ
て
、
支
配
的
地
位
を
占
め
る
の
は
「
問
屋
」
1
1
「
た
な
」
で
あ
る
。
問
屋
は
、
費
f
f
　
S
g
よ
び
収

入
の

主
体
的
な
計
算
の
上
に
、
原
則
と
し
て
製
造
業
老
ー
職
方
に
対
し
て
、
資
金
の
前
貸
し
や
生
産
資
材
の
仕
込
み
を
行
な
っ
て
、

前
貸
加
工
ま
た
は
請
負
加
工
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
製
品
を
得
意
先
に
販
売
す
る
。

　
従
っ
て
’
そ
の
性
格
は
、
S
わ
ゆ
る
産
地
型
問
屋
で
あ
り
、
そ
こ
に
支
配
す
る
関
係
は
「
問
屋
制
家
内
工
業
」
の
形
態
で
あ
る
と

い
え
る
。
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こ
の
よ
う
な
体
制
の
中
で
、
親
方
制
度
の
も
と
年
季
徒
弟
見
習
い
に
よ
り
、
職
人
の
養
成
が
行
な
わ
れ
る
「
年
季
徒
弟
制
」
は
発

展

し
た
の
で
あ
る
。

　
明
治
初
期
に
は
、
前
貸
制
に
よ
る
「
た
な
」
の
職
方
の
支
配
・
掌
握
は
、
ま
だ
強
く
な
か
っ
た
か
ら
、
大
規
模
左
親
方
は
「
た
巨

と
は
、
対
等
に
近
い
社
会
関
係
を
保
ち
得
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
正
期
に
入
り
問
屋
支
配
が
確
立
し
て
、
親
方
の
権
威
が
「
た

な
」
の
権
威
の
前
に
薄
く
な
る
に
従
っ
て
、
徒
弟
制
度
は
そ
れ
自
体
が
動
揺
を
見
せ
て
き
た
。
そ
し
て
大
正
末
ー
昭
和
初
期
に
お
け

る
不
振
を
契
機
と
し
て
r
問
屋
制
」
の
悪
い
面
が
露
骨
化
す
る
と
と
も
に
、
徒
弟
希
望
者
も
次
第
に
滅
少
の
一
途
を
た
ど
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
昭
和
恐
慌
時
の
問
屋
業
の
経
営
状
態
悪
化
の
し
わ
寄
せ
は
、
職
方
に
も
前
渡
金
の
減
少
、
工
賃
未
払
い
の
増
大
な
ど
と
た

っ

て

あ
ら
わ
れ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
が
、
職
方
の
「
た
な
」
に
対
す
る
依
存
度
の
縮
少
ー
問
屋
支
配
か
ら
の
離
脱
を
行
な
わ
せ
る
様
に
な
っ
た
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o
l
）

あ
る
。
こ
れ
は
、
　
1
方
に
k
い
て
は
前
貸
制
の
衰
退
、
他
方
に
お
い
て
は
職
方
の
自
覚
と
問
屋
と
の
抗
争
を
も
た
ら
し
、
問
屋
制
が
　
　
呼

弱
体
化

し
、
や
が
て
変
化
し
て
い
く
前
ぶ
れ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
恐
慌

も
回
復
し
た
十
二
・
三
年
頃
に
な
る
と
、
当
時
漆
器
に
対
し
て
要
求
さ
れ
始
め
た
と
こ
ろ
の
、
質
中
心
か
ら
価
格
中
心
へ
と

い

う
“
大
衆
品
”
も
必
要
と
さ
れ
、
製
品
の
種
類
の
豊
富
さ
を
誇
っ
た
会
津
漆
器
は
、
増
々
そ
の
性
格
を
強
め
た
。
多
品
種
の
生
産

と
い
う
特
性
は
、
当
産
地
に
お
い
て
い
わ
ゆ
る
問
屋
制
を
必
然
的
な
も
の
と
し
た
原
因
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
確
立
に
よ
っ
て
逆
に
強

め

ら
れ
た
結
果
で
も
あ
る
。

　
昭

和

十
六
年
の
工
業
組
合
の
結
成
に
よ
り
、
　
一
時
期
は
形
の
上
で
は
工
人
は
問
屋
支
配
か
ら
完
全
に
離
脱
で
き
た
の
で
あ
る
が
、

戦
後
に

な
る
と
再
び
“
問
屋
支
配
の
復
活
”
が
な
さ
れ
た
。
し
か
し
戦
前
の
よ
う
な
仕
込
み
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
な
っ
た
。

　
昭

和

三

十
1
1
1
　
・
四
年
、
中
共
貿
易
の
途
絶
に
よ
り
漆
の
輸
入
が
中
絶
さ
れ
る
と
、
会
津
漆
器
は
r
問
屋
」
を
中
心
と
し
て
素
早
く

プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
漆
器
に
移
行
し
一
時
隆
盛
を
極
め
た
の
で
あ
る
。



　
こ
の
よ
う
な
転
換
の
素
早
さ
は
、
会
津
漆
器
業
の
中
心
で
あ
る
「
問
屋
」
が
、
“
目
先
の
利
”
に
強
い
酌
パ
餉
幽
格
を
、
強
く
持

っ

て

い

る
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
実
際
こ
れ
に
よ
っ
て
幾
多
の
岐
路
を
も
素
早
く
乗
り
越
え
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

故

に
”
将
来
の
利
益
”
ま
で
は
深
く
考
慮
せ
ず
に
、
方
向
を
決
め
る
と
い
う
風
潮
も
強
い
の
で
あ
る
。

　
昭

和
三

〇
年
代
、
栄
華
を
誇
っ
た
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
も
、
昭
和
四
〇
年
代
に
入
る
と
次
第
に
停
滞
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ

は
、
プ
ラ
ス
チ
プ
ク
製
品
の
大
量
生
産
が
可
能
に
な
っ
た
た
め
、
た
ち
ま
ち
生
産
過
剰
に
な
っ
た
こ
と
や
、
ホ
ル
マ
リ
ン
な

ど
の
公
害
問
題
が
で
て
き
た
こ
’
V
o
　
t
t
t
た
木
製
品
が
、
デ
ィ
ス
カ
バ
ー
・
ジ
ャ
パ
ン
的
な
風
潮
や
生
活
様
式
の
高
度
化
に
よ
り
、
需

要
が
増
え

て

き
た
こ
と
な
ど
の
理
由
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
よ
り
、
当
産
地
で
も
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
か
ら
木
製
品
へ
の
移
行
が
次
第
に
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
移
行
は
木
製
品
の
伝
統
技
術
を
継
承
す
べ
き
職
人
の
不
足
、
後
継
者
不
足
と
い
う
大
き
な
問
題
に
ぶ
つ
か
り
思
う

よ
う
に
は
進
ん
で
い
な
い
。

　
そ
れ
で

は
何
故
、
こ
の
よ
う
な
問
題
が
起
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
会
津
漆
器
業
の
中
心
で
あ
る
問
屋
が
、
こ
れ
ま
で
み
て

き
て
分
る
よ
う
に
昭
和
三
十
三
年
以
後
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
を
本
命
と
し
て
木
製
品
に
は
余
リ
ウ
ェ
イ
ト
を
お
か
な
か
っ
た
か
ら

宏
の
で
あ
る
。

　
つ

ま
り
、
問
屋
が
伝
統
技
術
の
技
術
伝
承
と
後
継
者
育
成
と
い
う
こ
と
を
、
余
り
積
極
的
に
行
な
わ
な
か
っ
た
結
果
か
ら
起
こ
っ

た

の

で
あ
る
。

　
従
っ
て
、
現
状
の
当
産
地
で
は
、
木
製
品
へ
移
行
す
る
こ
と
が
は
な
は
だ
困
難
で
あ
る
こ
と
を
、
　
一
番
よ
く
分
っ
て
い
る
の
も
問

屋
自
身
と
い
え
よ
う
。

　
仮

に
、
将
来
木
製
品
に
移
行
で
き
た
と
し
て
も
、
輪
島
の
よ
う
な
高
級
品
と
は
違
い
、
歴
史
的
に
あ
く
ま
で
も
大
衆
品
で
勝
負
し

て

き
た
会
津
漆
器
が
、
現
代
日
本
の
生
活
様
式
の
あ
り
方
か
ら
い
っ
て
、
昔
の
よ
う
に
、
生
活
必
需
品
と
し
て
用
S
ら
れ
る
か
ど
う

か
は

大
変
疑
問

で

あ
り
、
移
行
し
た
後
も
将
来
の
見
通
し
は
決
し
て
明
る
く
な
い
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
今
後
の
会
津
漆
器
に
と
っ
て
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
漆
器
に
お
い
て
は
、
問
屋
又
は
職
人
は
製
品
企
画
力
・
デ
ザ
イ
ン
開
発

力
を
高
め
、
技
術
を
改
善
し
て
製
品
に
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
も
た
す
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
木
製
品
に
お
い
て
は
、
問
屋
を
中
心
に

し
て
職
人
の
不
足
、
後
継
者
不
足
を
早
く
解
決
し
て
品
質
を
改
善
し
て
い
く
事
が
急
務
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　
そ

し
て
、
会
津
漆
器
の
将
来
に
と
っ
て
、
何
よ
り
も
肝
心
な
事
は
、
会
津
漆
器
業
の
中
核
で
あ
る
問
屋
が
、
“
目
先
の
利
”
だ
け

を
追
い
か
け
ず
、
将
来
の
事
を
深
く
考
慮
し
て
会
津
漆
器
業
を
指
導
し
て
S
く
こ
と
で
あ
り
、
職
人
も
ま
た
商
取
引
に
は
無
為
・
無

関
心
、
す
べ
て
を
問
屋
に
ま
か
せ
る
の
を
や
め
、
意
匠
・
品
質
の
点
で
独
得
の
も
の
を
生
む
よ
う
努
力
し
体
質
を
改
善
す
る
こ
と
で

あ
る
。

　
又
、
問
屋
に
も
職
人
に
も
共
通
す
る
「
今
さ
え
商
売
が
う
ま
く
成
り
立
っ
て
い
け
ば
良
い
」
と
い
う
よ
う
な
、
安
易
な
今
ま
で
の

漆
器
に

対
す

る
認
識
を
改
め
、
真
剣
な
姿
勢
で
将
来
の
問
題
に
取
り
く
む
こ
と
が
、
現
在
の
会
津
漆
器
業
界
に
と
っ
て
、
　
一
番
必
要

な
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
以

上
、
会
津
漆
器
に
お
け
る
「
問
屋
制
」
の
あ
り
方
を
、
歴
史
的
に
探
っ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
後
の
会
津
漆
器
の
方
向
を

導

き
だ
そ
う
と
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
現
実
に
抱
え
て
い
る
問
題
が
、
歴
史
的
に
発
展
し
て
き
た
「
問
屋
制
」
に
起
因
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
た
め
、
た
だ
単

に

プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
漆
器
が
伸
び
悩
ん
で
い
る
か
ら
木
製
品
に
移
行
す
れ
ば
解
決
す
る
と
い
っ
た
単
純
な
問
題
で
は
な
い
こ
と
が
、
そ

の

方

向
を
明
確
に
導
き
だ
す
こ
と
を
困
難
に
し
た
と
い
え
る
。

　
そ

の

意
味
で
会
津
漆
器
業
の
歴
史
的
推
移
の
中
で
、
会
津
漆
器
に
お
け
る
「
問
屋
制
」
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
功
罪
を
列
挙
す
れ

ば
、
問
屋
の
そ
の
商
人
的
性
格
か
ら
、
幾
多
の
岐
路
を
も
素
早
く
乗
り
越
え
て
き
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
反
面
で

は
、
伝
統
技
術
を
継
承
す
べ
き
職
人
の
不
足
、
後
継
者
の
不
足
、
低
価
格
競
争
に
ょ
る
製
品
の
信
用
低
下
、
そ
し
て
最
も
大
き
な
こ

と
と
し
て
は
、
職
人
の
無
気
力
さ
を
培
っ
て
き
た
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
そ

し
て
、
こ
の
よ
う
な
問
題
は
今
だ
模
索
さ
れ
て
い
る
段
階
で
あ
る
の
で
、
恐
ら
く
次
の
会
津
漆
器
業
を
担
う
若
者
達
が
受
け
継
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ぐ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
け
れ
ど
も
こ
の
若
者
時
代
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
現
在
、
徒
弟
養
成
所
で
「
親
や
事
業
所
が
行
く
よ
う
に
勧
め
る
か
ら
来
た
の
で

あ
っ
て
、
将
来
こ
の
職
業
に
携
わ
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
者
も
い
る
こ
と
。
又
、
会
津
以
外
か
ら
研
修
に
来
た
者
の
方
が
、
　
一
般

に
熱
心
で
あ
る
こ
と
。
」
な
ど
の
大
き
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
会
津
漆
器
の
将
来
の
見
通
し
は
、
決
し
て
明
る
く
な

い

の

で
あ
る
。

　
し
か
し
、
現
在
、
こ
の
よ
う
な
徒
弟
養
成
所
の
中
な
ど
に
も
、
今
だ
旧
態
依
然
の
漆
器
業
界
に
お
け
る
自
分
の
仕
事
に
、
誇
り
を

持
ち
将
来
を
真
剣
に
考
え
て
い
る
若
者
が
少
数
で
も
い
る
こ
と
に
、
　
一
条
の
光
を
見
い
出
し
て
、
今
後
、
私
の
故
郷
の
伝
統
産
業
で

あ
る
“
会
津
漆
器
業
”
の
将
来
を
見
守
b
＞
続
け
て
い
き
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
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第1図　明治・大正期にk・ける問屋制
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第1・1図　昭和初期における問屋制（木製漆器）

（共
同
木
工
場
）

第皿・2図　（プラスチック漆器）

1賜商社 スーハー
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