
地

方

地

場

産

業

の

変

遷

|
|
兵
庫
県
豊
岡
の
鞄
嚢
工
業
の
場
合
ー
ー
ー

井ー

夫

出

策

は
し
が
き

東
京
、
大
阪
、
愛
知
に
次
ぐ
鞄
・
嚢
物
の
産
地
で
あ
る
兵
庫
県
豊
岡
は
古
く
か
ら
杷
柳
に
よ
る
柳
行
李
の
産
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い

た
。
鞄
や
嚢
物
の
生
産
は
こ
の
柳
行
李
の
生
産
を
基
盤
に
成
立
、
発
展
を
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
豊
岡
市
及
び
そ
の
周
辺
地
域
の
地
域
産

業
と
し
て
非
常
に
大
き
な
役
割
を
果
し
て
い
る
。

地方地場産業の変遷

今
日
、
織
物
と
か
陶
器
漆
器
を
は
じ
め
多
く
の
日
用
的
消
費
財
生
産
の
中
に
は
、
中
小
・
零
細
な
企
業
を
中
心
に
い
わ
ゆ
る
特
産
地
を

形
成
し
て
い
る
も
の
が
数
多
く
あ
る
o

(
経
済
企
画
庁
総
合
計
画
局
中
小
企
業
班
の
「
地
場
産
業
の
動
向
」
昭
和
四
十
二
年
に
よ
れ
ば
、

全
国
の
工
業
生
産
の
う
ち
い
わ
ゆ
る
特
産
地
に
お
い
て
生
産
さ
れ
る
も
の
は
、

工
場
数
に
お
い
て
四
一
・
四
%
、
出
荷
額
に
お
い
て
約
二

O
%
を
占
め
る
と
い
う
。
)
し
た
が
っ
て
、
特
産
地
も
全
国
的
に
分
布
し
、

そ
の
中
に
は
封
建
時
代
か
ら
の
伝
統
を
ひ
き
つ
、
ぎ
生
産
し
て

い
る
も
の
や
、
近
代
工
業
発
生
以
後
の
雑
貨
品
の
生
産
地
と
し
て
展
開
し
て
い
る
も
の
、
あ
る
い
は
最
近
に
な
っ
て
工
業
化
の
進
展
に
と

75 

も
な
い
工
業
誘
致
等
で
急
速
に
形
成
さ
れ
た
も
の
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
地
域
も
封
建
的
都
市
を
基
盤
に
成
立
す
る
も
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の
、
農
村
工
業
と
し
て
農
村
地
域
の
社
会
的
基
盤
に
支
え
ら
れ
る
も
の
、

ま
た
近
代
都
市
の
中
に
展
開
す
る
も
の
な
ど
、

い
ろ
い
ろ
な
形

態
が
み
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
従
来
か
か
る
工
業
の
研
究
は
数
多
く
み
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
多
く
は
在
来
工
業
と
か
伝
統
工
業
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
の

中
で
論
じ
ら
れ
、
地
方
産
地
の
存
立
の
基
盤
、
形
成
過
程
、
存
在
形
態
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
研
究
が
あ
る
①
O

あ
る
い
は
農
村
工
業
と
い

う
範
轄
で
農
村
地
域
と
の
か
か
わ
り
合
い
か
ら
論
じ
ら
れ
た
も
の
も
あ
る
。
他
方
、
地
理
学
の
み
な
ら
ず
経
済
史
や
地
方
史
の
分
野
に
お

い
て
も
数
多
く
の
研
究
が
報
告
さ
れ
て
い
る
@
o

と
く
に
経
済
史
の
中
で
は
中
小
零
細
企
業
の
問
題
解
明
の
一
環
と
し
て
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク

チ
ャ

l
論
争
や
問
屋
制
生
産
の
形
態
論
的
な
立
場
で
論
じ
ら
れ
た
も
の
が
数
多
く
み
ら
れ
る
@
o

そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
は
そ
の
内
容
、
目
的

は
区
々
で
あ
る
が
、
何
れ
も
産
地
形
成
の
要
因
、
沿
革
、
存
立
の
基
盤
な
ど
か
ら
出
発
し
て
い
る
点
に
お
い
て
は
共
通
し
て
い
る
o

と
こ
ろ
で
、
近
年
の
経
済
高
度
成
長
の
中
で
商
品
需
要
の
急
激
な
変
化
が
、
製
品
素
材
の
変
化
、
技
術
革
新
な
ど
に
と
も
な
っ
て
大
き

く
あ
ら
わ
れ
、
そ
れ
が
た
め
在
来
工
業
、
伝
統
工
業
な
ど
の
存
立
形
態
の
上
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
影
響
を
与
え
、
産
地
そ
の
も
の
に
も
種
々

の
変
貌
が
み
ら
れ
、

さ
ら
に
そ
れ
が
地
域
構
造
の
変
化
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
例
が
数
多
く
存
在
し
て
い
る
④
C

筆
者
は
か
ね
て
よ
り
、
こ
う
し
た
中
小
・
零
細
な
生
産
集
団
を
日
用
消
費
財
生
産
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
存
立
形
態
を
考
察
し
て
き

た
⑤
C

そ
し
て
、
そ
れ
ら
は
大
都
市
に
お
け
る
生
産
を
中
心
と
し
て
き
た
。
そ
こ
で
今
回
は
地
方
に
お
け
る
生
産
集
団
(
地
場
産
業
)

が
、
消
費
性
向
の
変
化
に
と
も
な
い
如
何
な
る
変
化
を
と
げ
た
か
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
。
す
な
わ
ち
、
柳
行
李
を
中
心
と
す
る
杷
柳

工
業
が
ビ
ニ
ー
ル
鞄
を
中
心
と
す
る
鞄
・
糞
物
工
業
へ
転
換
し
て
ゆ
く
過
程
の
中
で
、
生
産
体
系
、
地
域
構
造
の
上
に
如
何
な
る
変
化
が

あ
ら
わ
れ
た
か
、

に
つ
い
て
考
察
し
た
い
と
考
え
た
。



一
、
地
場
産
業
の
性
格

地
場
産
業
と
い
う
こ
と
ば
は
一
般
的
に
は
よ
く
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
学
問
的
用
語
と
し
て
は
必
ず
し
も
明
確
な
概
念
を
も
っ

て
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
類
す
る
も
の
と
し
て
は
「
在
来
工
業
」

「
伝
統
工
業
」

「
特
産
品
工
業
」
な
ど
の
語
が
あ
る
が
、
こ
れ

ら
は
中
小
・
零
細
な
日
用
消
費
財
生
産
の
生
産
集
団
を
す
べ
て
包
含
す
る
た
め
に
は
十
分
と
は
い
え
な
い
。
豊
岡
に
お
け
る
本
稿
の
対
象

業
種
に
し
て
も
杷
柳
工
業
は
在
来
・
伝
統
的
な
工
業
と
い
え
て
も
鞄
や
嚢
物
は
伝
統
工
業
と
は
い
い
難
い
。
も
ち
ろ
ん
在
来
・
伝
統
工
業
、

特
産
品
工
業
の
も
つ
概
念
が
、
中
央
資
本
に
対
す
る
地
方
資
本
、
地
元
資
本
と
し
て
成
立
し
た
い
わ
ゆ
る
地
場
産
業
と
重
な
り
合
っ
て
い

る
部
分
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
近
年
、
官
庁
等
の
調
査
報
告
@
等
で
は
「
産
地
企
業
」

「
産
地
工
業
」

と
い
う
よ
う
な
語
を

用
い
て
い
る
も
の
も
み
ら
れ
る
。

上
回
宗
次
郎
⑦
は
地
場
産
業
を
次
の
五
つ
の
項
目
で
規
定
し
て
い
る
。

一
、
起
業
が
古
く
手
工
業
、

家
内
工
業
の
生
産
形
態
を
も
つ
も

の
、
二
、
地
元
資
本
、
労
働
力
な
ど
地
域
の
社
会
経
済
条
件
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
、
三
、
小
・
零
細
生
産
者
を
中
心
に
問
屋
性
生

地方地場産業の変遷

産
形
態
を
残
存
せ
し
め
て
い
る
も
の
、

五、

四
、
労
働
力
に
お
い
て
農
村
の
低
賃
金
労
働
に
依
存
す
る
労
働
集
約
的
な
も
の
で
あ
る
、

般
に
生
活
必
需
品
と
は
異
な
り
、
主
と
し
て
消
費
財
で
あ
り
、
趣
味
や
趣
向
の
対
象
と
な
る
特
産
品
の
生
産
で
あ
り
、
輸
出
依
存
の
高
い

も
の
、
な
ど
で
あ
る
。

」
れ
に
対
し
て
板
倉
勝
高
は
@
、

こ
の
規
定
に
一
応
の
肯
定
を
み
せ
な
が
ら
農
村
工
業
的
性
格
の
強
い
規
定
や
、
歴
史
的
、
伝
統
的
規

定
か
ら
経
済
循
環
の
中
で
と
り
残
さ
れ
た
も
の
と
い
う
印
象
を
受
け
勝
ち
な
性
格
規
定
に
不
満
を
述
べ
、

「
中
小
零
細
の
生
産
集
団
に
よ

77 

っ
て
生
産
さ
れ
、
問
屋
機
能
に
よ
る
独
自
の
流
通
過
程
に
よ
っ
て
全
国
的
市
場
に
流
さ
れ
る
日
用
消
費
財
生
産
で
あ
る
」
と
定
義
し
て
い
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る。
筆
者
は
「
地
場
」
と
い
う
語
が
そ
れ
自
体
地
域
的
概
念
を
も
っ
て
お
り
、
発
生
な
い
し
形
成
過
程
の
中
で
は
っ
き
り
し
た
集
団
産
地
を

形
成
し
て
い
る
こ
と
、
問
屋
形
態
は
今
日
必
ず
し
も
生
産
面
で
は
大
き
く
影
響
を
与
え
ず
と
も
、
流
通
面
に
お
い
て
は
依
然
と
し
て
強
い

影
響
力
を
も
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
た
め
中
央
資
本
、
国
家
資
本
な
ど
か
ら
は
隔
絶
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
地
場
資
本
を
主
軸
に
生
産
が
展
開

し
て
い
る
こ
と
、
従
っ
て
企
業
の
経
営
規
模
が
小
さ
く
中
小
・
零
細
経
営
を
基
盤
に
存
在
し
て
い
る
、

し
か
し
、
製
品
の
市
場
は

一
地

方、

一
部
落
内
だ
け
の
も
の
で
な
く
か
な
り
広
い
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
持
ち
、
出
来
れ
ば
全
国
的
マ
ー
ケ
ッ
ト
、
貿
易
市
場
と
結
合
し
て
い
る

こ
と
、
そ
の
た
め
生
産
量
も
市
場
に
お
け
る
シ
ェ
ア
ー
が
か
な
り
大
き
く
、
特
産
地
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
、
な
ど
の
点
を
地
場
産
業
の

性
格
と
考
え
て
い
る
o

も
と
よ
り
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
固
定
的
な
も
の
で
な
く
、
産
業
構
造
の
変
化
に
よ
っ
て
流
動
す
る
も
の
で
あ
り
、

ま
た
、
上
田
氏
、
板
倉
氏
の
規
定
を
も
包
含
し
、

か
な
り
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
に
と
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

ニ
、
柁
柳
生
産
地
域
の
形
成

豊
岡
(
但
馬
地
方
)

に
お
け
る
杷
柳
工
業
の
歴
史
は
あ
ま
り
さ
だ
か
で
は
な
い
が
、
こ
の
地
方
の
杷
柳
製
品
が
正
倉
院
の
御
物
の
中
に

み
ら
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

か
な
り
古
い
も
の
と
思
わ
れ
る
o

紀
柳
製
品
は
杷
柳
す
な
わ
ち
「
コ
オ
リ
ヤ
ナ
ギ
」
を
原
料
に
編
成
し
た
も

は
い
け
ん

の
で
、
古
く
は
中
国
で
酒
の
容
器
を
つ
つ
む
栢
捲
の
材
料
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
乳
児
の
ゆ
り
か
ご
、
菓

物
を
入
れ
る
容
器
、
烏
龍
、
ブ
ド
ウ
酒
の
容
器
を
入
れ
る
龍
な
ど
多
方
面
に
用
い
ら
れ
、
そ
の
製
造
の
た
め
パ
リ
に
は
寵
細
工
師
の
免
許

が
発
行
さ
れ
、
組
合
が
結
成
さ
れ
て
い
た
@
o

わ
が
国
で
は
主
と
し
て
行
李
の
製
造
に
用
い
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

原
料
の
杷
柳
栽
培
が
何
時
頃
か
ら
豊
岡
で
行
わ
れ
、
ま
た
何
故
こ
の
地
に
栽
培
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
に
つ
い
て
は
詳
ら
か
で
な



ぃ
。
桑
原
公
徳
⑬
や
石
田
修
一
@
(
松
蔵
)
、
森
田
敬
一
⑫
な
ど
に
よ
れ
ば
、

「
杷
柳
の
生
育
は
気
候
や
土
質
を
選
ば
ず
、

む
し
ろ
癖
地
で

は
加
工
し
や
す
い
良
好
な
も
の
が
出
来
、
但
馬
の
杷
柳
は
円
山
川
の
氾
濫
原
に
発
祥
し
た
」

地
の
要
因
と
し
て
い
る
o

し
か
し
、

と
の
べ
て
お
り
、
豊
岡
盆
地
の
荒
原
が
立

あ
き
ち

「
:
:
:
此
の
樹
の
性
必
ず
し
も
肥
え
る
地
を
要
せ
ず
。
池
、
沢
、
洲
、
渚
な
ど
の
み
ず
ち
な
る
間
地

に
て
も
よ
く
成
長
せ
り
:
:
:
此
樹
は
同
州
(
但
馬
)

の
み
種
を
栽
培
せ
し
も
、
近
年
東
京
内
藤
新
宿
勧
農
局
試
験
所
で
栽
培
せ
し
も
そ
の

繁
殖
彼
地
と
異
る
こ
と
な
し
。
以
て
其
の
地
を
択
ば
ざ
る
を
知
る
べ
し
:
:
:
⑬
」

と
あ
り
、
前
記
研
究
と
と
も
に
何
故
豊
岡
に
立
地
し
た

か
は
明
ら
か
で
な
い
。

「
我
が
日
本
に
お
い
て
は
之
が
最
初
の
栽
培
地
は
但
馬
の
豊
岡
に
し
て
、
維
新
前
に
あ
り
て
は
、
同
地

し
か
も
、

の
藩
政
に
て
専
売
物
と
し
、
之
が
栽
培
及
び
柳
行
李
の
製
作
を
秘
密
に
し
、
若
し
一
本
の
紀
柳
だ
も
、
之
を
他
藩
に
販
売
し
た
る
も
の

は
、
直
に
藩
則
に
照
し
て
身
首
忽
ち
処
を
異
に
す
る
に
至
り
し
と
い
う
と
い
う
:
:
:
@
」

の
を
み
て
も
栽
培
の
発
生
の
理
由
は
分
か
ら
な

ぃ
。
し
か
し
、

か
な
り
古
く
か
ら
杷
柳
栽
培
が
お
こ
な
わ
れ
、
柳
行
李
の
生
産
も
さ
か
ん
で
あ
っ
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。

行
李
生
産
の
記
録
と
し
て
は
中
世
の
も
の
も
あ
る
が
、

在
地
文
書
と
し
て
は
近
世
初
頭
の
も
の
の
み
で
あ
る
。
寛
文
八
年
(
一
六
八
八
)

京
極
藩
の
城
下
町
と
な
っ
た
豊
岡
で
は
す
で
に
か
な
り
の
生
産
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
大
阪
方
面
へ
出
荷
さ
れ
但
馬
の
柳
行
李
の
名

地方地場産業の変遷

が
知
ら
れ
て
い
た
。
正
徳
年
聞
に
か
か
れ
た
和
漢
三
才
図
会
に
も
記
載
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
}
み
る
と
特
産
地
と
し
て
の
名
声
は
か
な
り

高
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

生
産
さ
れ
た
柳
行
李
は
問
屋
を
通
じ
て
の
流
通
過
程
に
の
せ
ら
れ
て
い
た
。

宝
暦
二
二
年
(
一
七
六
三
)

の
在
地
文
書
に
は
「
此
度
大

阪
に
骨
柳
(
柳
行
李
の
こ
と
、
筆
者
註
)
問
屋
一
軒
被
仰
附
候
:
:
:
」
と
あ
り
、

ま
た
文
政
五
年
(
一
八
二
三
)
に
は
「
骨
柳
商
売
の
儀
は
当

所
第
一
之
物
産
に
候
へ
ば
他
国
よ
り
相
頼
み
候
と
も
教
候
儀
は
勿
論
、
縁
掛
、
藤
引
等
に
至
迄
教
遣
は
し
候
儀
、
決
し
て
無
用
之
事
に
候

79 

:
:
・
」
と
あ
り
当
地
の
独
占
的
生
産
と
し
て
の
地
歩
を
築
い
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

一
方
地
元
に
も
地
元
問
屋
の
成
立
が
み
ら
れ
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る
。
文
政
六
年
(
一
入
二
四
)
に
は
産
物
会
所
、
文
政
十
二
年
(
一
八
三
O
)
に
は
大
阪
登
骨
柳
産
物
会
所
が
出
来
、

さ
ら
に

「
融
通
諸
商

買
並
に
骨
柳
之
義
共
手
広
に
出
精
せ
し
め
ん
:
:
:
天
保
五
年
(
一
八
三
四
)
'
一
と
し
て
問
屋
の
勢
力
は
一
層
強
ま
っ
た
⑬
O

こ
う
し
た
地
元
問
屋
の
成
立
は
、
こ
れ
ま
で
こ
の
地
方
の
農
村
に
お
け
る
農
閑
余
業
と
し
て
農
家
単
位
の
一
貫
的
生
産
か
ら
製
造
工
程

の
分
業
に
よ
る
生
産
組
織
が
つ
く
ら
れ
て
き
た
o

即
ち
、
行
李
の
生
地
を
つ
く
る
も
の
と
縁
掛
け
、
藤
引
き
な
ど
を
専
業
と
す
る
も
の
に

分
か
れ
た
。
さ
ら
に
生
産
地
域
の
上
で
も
原
料
栽
培
農
民
は
生
地
の
編
成
を
、
町
方
の
職
人
は
縁
掛
け
を
、

と
い
う
よ
う
な
地
域
分
化
合
}

出
現
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
o

生
産
者
(
農
民
及
び
職
人
)
と
問
屋
の
関
係
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
豊
岡
誌
な
ど
に
よ
れ
ば
始
め
は
杷
柳

栽
培
地
帯
の
農
民
が
一
日
市
に
出
か
け
、
在
郷
商
人
が
買
手
と
し
て
買
手
相
場
を
立
て
て
製
品
を
集
荷
し
、
骨
柳
間
昼
を
通
じ
て
流
通
し

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
文
政
か
ら
天
保
期
に
な
る
と
在
町
商
人
の
拍
頭
が
み
ら
れ
、
毎
年
の
運
上
金
を
負
担
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
公
的
な
特
権
を
得
て
い
た
。
た
だ
在
町
商
人
の
生
産
に
対
す
る
支
配
形
態
は

付

直
接
に
生
産
者
も
し
く
は
仲
買
か
ら
完
成
品
を
購
入
す
る
。

。
生
地
編
み
、
縁
か
け
な
ど
の
生
産
者
に
材
料
を
支
給
し
製
造
さ
せ
る
o

同

彼
ら
に
材
料
購
入
資
金
を
前
貸
し
す
る
。

と
い
う
三
つ
の
形
態
が
あ
り
、
商
業
資
本
か
ら
の
産
業
資
本
へ
の
転
化
と
い
う
現
象
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
経
緯
を
と
り
な
が
ら
幕
末
に
は
、
永
尺
、
大
荷
行
李
、
大
馬
行
李
、
飯
行
李
、
進
物
行
李
、
上
下
行
李
、
宗
門
改
帖
用

行
李
、
文
書
入
れ
な
ど
製
品
も
多
様
化
し
て
い
る
o

明
治
期
に
入
っ
て
も
豊
岡
の
独
占
的
地
位
は
か
わ
ら
ず
府
県
物
産
表
や
興
業
意
見
に
も
豊
岡
県
の
特
産
が
誌
さ
れ
て
い
る
o

し
か
し
、

専
売
的
な
性
格
は
な
く
な
り
、
勧
農
局
を
中
心
と
す
る
農
村
産
業
育
成
の
一
端
を
に
な
っ
て
各
地
で
生
産
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
⑩

O

先



ず
京
大
阪
の
農
村
部
、
美
濃
地
方
な
ど
で
始
ま
り
、
石
川
県
の
小
松
や
福
井
県
で
も
明
治
三

O
年
頃
か
ら
杷
柳
栽
培
が
行
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
明
治
三
九
年
に
は
長
野
県
中
野
地
方
で
豊
岡
か
ら
苗
木
を
と
り
ょ
せ
杷
柳
を
栽
培
し
、
そ
の
加
工
に
着
手
し
て
い
る
。
以
来
こ
の

こ
う
し
た
地
方
へ
の
杷
柳
栽
培
の
伝
播
は
、
円
山
川
の
改
修
工
事
に
よ
る

地
方
は
豊
岡
に
次
ぐ
杷
柳
製
品
の
生
産
地
と
な
っ
て
い
る
⑩
O

買
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2∞ 

1∞ 

当
地
方
の
栽
培
面
積
の
減
少
な
ど
に
と
も
な
っ
て
大
正
一
三
年
を
ピ
l
ク
に
原
料
生
産
は
減

少
し
て
い
る
(
図
1
)
。
し
か
し
、
製
品
面
で
は
従
来
の
行
李
の
ほ
か
に
「
寵
」
系
統
の
も
の

25 28 

日
露
の
戦

が
あ
ら
わ
れ
N
依
然
と
し
て
特
産
第
一
の
地
歩
を
保
ち
続
け
た
。
こ
と
に
日
清
、

移
的
役
以
来
軍
需
品
運
搬
容
器
と
し
て
の
需
要
が
増
大
し
、
以
来
第
二
次
大
戦
ま
で
軍
需
産
業
と

惟
よ

一
印
刻
し
て
固
定
的
生
産
を
も
ち
つ
づ
け
て
き
た
の
で
あ
る
o

一
方
、
民
間
需
要
の
面
で
も
大
正
年

鵡
附
代
か
ら
柳
バ
ス
ケ
ッ
ト
の
把
手
に
フ
ァ
イ
バ
ー
を
使
用
す
る
も
の
も
現
わ
れ
新
し
い
需
要
の

時
一
伽
開
拓
が
す
す
め
ら
れ
て
き
た
が
、
全
体
と
し
て
は
徐
々
に
生
産
は
減
っ
て
き
た
o

こ
と
に
戦

及

豊

昭
5

積
「
後
に
な
る
と
寧
の
需
要
が
な
く
な
り
、
加
え
て
新
し
い
素
材
に
よ
る
容
器
の
出
現
に
よ
っ
て

面
蔵

培
松
杷
柳
製
品
の
生
産
は
激
減
し
た
。

栽

田

柳

石

可

E
r
k

15 10 15 10 

三
、
鞄
嚢
工
業
の
展
開

大
5 

図 1

豊
岡
で
鞄
製
造
が
は
じ
ま
る
の
は
大
正
年
代
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
柳
バ
ス
ケ
ッ
ト
の
把

RJv 
n砧
a

h

ロバ

2

h
r
t
A斗

ハUー

手
に
使
用
し
た
フ
ァ
イ
バ
ー
に
よ
る
フ
ァ
イ
バ
ー
鞄
(
ト
ラ
ン
ク
)
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ

は
戦
後
ま
で
柳
行
李
と
と
も
に
豊
岡
を
代
表
す
る
製
品
で
あ
っ
た
。
戦
後
に
な
る
と
塩
化
ピ
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鞄類の出荷額(昭和42年工業統計表品目編による)

(単位

表 1

1ト一 1* E( I東口九京判i大 阪口一|岡阿愛口…知州咋|除バ兵一配仲一一初吋一の叫他|凶全国酎
E計十
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r許島量品品点ん鞄 詰引|川7主引ぶ訂|市ι云ιj1;iパ同[スフ刈刈;す;司:L1;i!寸11二7!(主:孟孟云

i 

肝製鮮学生姐鞄， ラ汗一im.44!;j示瓦示副iζ己司7三19弘!~ム瓦示i瓦示J瓦01一つ戸! ! 3 1 

tt-72(三「Zl11ι
lその他刊行日二lff;!7u!I五二

百万円)

グクサッ

ケ

コー 、ソ

製

1) 

革

一l
ル
を
原
料
に
ビ
ニ
ー
ル
鞄
が
フ
ァ
イ
バ
ー
鞄
に
代
っ

て
登
場
、
こ
と
に
昭
和
二
七
年
実
用
新
案
の
フ
ァ
ス
ナ
ー

を
使
用
し
た
オ
ー
プ
ン
ケ

l
ス
が
生
産
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
と
、
鞄
生
産
地
と
し
て
の
豊
岡
の
地
位
は
急
上
昇
し

た。
現
在
、
全
国
の
鞄
の
主
要
生
産
地
は
東
京
、
大
阪
、
愛

知
、
兵
庫
(
豊
岡
)

で
あ
る
が
、
東
京
は
皮
革
製
の
旅
行

か
ぱ
ん
、
書
類
入
れ
か
ぱ
ん
、
学
生
か
ば
ん
な
ど
高
級
品

に
特
色
を
も
っ
て
い
る
。
大
阪
は
合
成
樹
脂
製
の
諸
か
ば

ん
で
あ
り
、
愛
知
(
名
古
屋
)

は
ラ
ン
ド
セ
ル
や
婦
人
用

バ
ッ
グ
に
特
色
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
兵
庫

(
豊
岡
)

で
は
大
衆
品
、
大
量
口
聞
の
箱
物
(
旅
行
か
ば
ん
)

が
中
心
と
な
っ
て
お
り
、
最
近
で
は
エ
レ
、
ガ
ン
ト
ケ

l
ス

と
称
す
る
ブ
リ
l
フ
ケ
l
ス
が
多
い

(表
1
)
0

表
1
の
数
字
は
工
業
統
計
表
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る

が
、
兵
庫
県
の
鞄
類
合
計
は
約
四
六
億
円
の
出
荷
額
と
な

っ
て
お
り
、
紀
柳
製
品
等
を
加
え
て
も
五
二
億
円
で
あ
る
。
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豊岡市統計)

1180 

2200 

イ旦罵地方の鞄嚢工業(昭42表 2

数

数員

場

業

工

従

q
L
 

qδ っ“
4
h
A
 

し
か
し
、
豊
岡
市
の
統
計
に
よ
れ
ば
、
豊
岡
市
と
そ
の
周
辺
の
出
石
、

日
高
町
を
加
え
て
約
六
九
億
、
紀

柳
製
品
を
加
え
て
約
八
一
億
円
に
達
し
て
い
る
(
表
2
)
。
こ
れ
は
、

工
業
統
計
の
捕
捉
率
の
ち
が
い
に
よ

る
も
の
で
あ
り
、
小
零
細
規
模
の
全
国
的
集
計
が
か
な
り
実
績
よ
り
低
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
o

鞄
嚢
工
業
は
豊
岡
に
お
い
て
最
も
重
要
な
産
業
で
あ
る
こ
と
は
、
曲
一
一
旦
岡
の
全
工
業
出
荷
額
の
約
六
O

%
、
工
業
従
事
者
の
一
三
泌
を
も
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
(
昭
和
四
二
年
)
0

こ
と
に
工
業
者
と
し

て
一
家
を
成
さ
ず
内
職
に
従
事
す
る
者
を
加
え
る
と
、
豊
岡
市
人
口
の
約
三
O
%
が
鞄
嚢
工
業
に
関
係
し

て
い
る
と
み
ら
れ
る
o

鞄
生
産
の
急
激
な
発
達
に
よ
り
昔
か
ら
の
杷
柳
産
業
は
、
昭
和
三
O
年
頃
よ
り
原
料
に
竹
、
麦
秤
、
経

木
、
蘭
草
や
紙
紐
、
ポ
リ
プ
ロ
ピ
レ
ン
な
ど
を
加
え
、
龍
や
装
飾
品
な
ど
を
発
展
さ
せ
、
行
李
中
心
の
妃

柳
産
業
か
ら
大
き
く
転
換
し
て
い
っ
た
。

四
、
生
産
形
態
の
変
化

生産額(百万円)

現
在
、
鞄
嚢
の
生
産
は
問
屋
も
し
く
は
製
造
卸
を
頂
点
に
メ
ー
カ
ー
、
下
職
、
内
職
と
い
う
段
階
に
お

行
李
か
ら
龍
や
装
飾
品
、
鞄
嚢
へ
の
変
化
は
単
に
素
材
や
製
品
の
変
化
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
製
造
工

程
や
生
産
形
態
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
例
え
ば
龍
や
装
飾
品
の
製
造
は
木
型
を
使
っ
て

編
む
た
め
行
李
の
生
地
の
編
成
と
縁
か
け
と
い
う
こ
段
の
作
業
工
程
が
一
本
化
し
、
多
分
に
工
芸
的
色
彩

の
強
い
製
品
、
が
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
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い
て
生
産
さ
れ
て
い
る

(図
2
)
0
生
産
の
主
体
を
な
す
メ
ー
カ
ー
は
材
料
商
、

部
品
商
か
ら
原
料
を
購
入
し
デ
ザ
イ
ン
、
裁
断
の
工
程
を
行
な
う
。
そ
れ
を
多
く

の
下
職
業
者
に
下
請
さ
せ
る
o

下
職
は
さ
ら
に
そ
の
一
部
を
家
庭
内
職
に
加
工
さ

豊岡における鞄嚢工業の生産形態

せ
る
o

メ
ー
カ
ー
と
下
職
及
び
内
職
者
の
関
係
は
必
ず
し
も
固
定
的
で
は
な
く
、

多
く
は
仕
事
の
内
容
に
よ
っ
て
メ
ー
カ
ー
を
数
軒
の
下
職
と
、
下
職
も
数
社
の
メ

ー
ヵ
!
と
結
び
つ
い
て
い
る
o

メ
ー
カ
ー
に
よ
っ
て
完
成
し
た
製
品
は
市
街
地
に

集
っ
て
い
る
産
地
問
屋
を
通
じ
て
全
国
脹
売
網
に
の
せ
ら
れ
る
。
こ
の
問
屋
の
中

に
は
自
ら
も
製
造
を
行
う
製
造
卸
が
あ
る
。
こ
れ
は
、

い
く
つ
か
の
メ
ー
カ
ー
か

ら
単
品
を
購
入
し
、
自
工
場
に
お
い
て
も
下
職
を
擁
し
て
生
産
を
し
て
い
る
o

そ

の
た
め
製
造
卸
は
メ
ー
カ
ー
か
ら
購
入
す
る
製
品
と
自
工
場
で
の
製
品
と
を
合
わ

図 2

せ
て
自
社
ブ
ラ
ン
ド
で
販
売
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
製
造
卸
業
者
の
出
自

は
メ
ー
カ
ー
か
ら
拾
頭
し
た
も
の
、
問
屋
が
メ
ー
カ
ー
化
し
た
も
の
及
び
材
料
商

か
ら
転
換
し
た
も
の
の
三
つ
の
場
合
が
あ
る
。
豊
岡
市
の
商
工
名
鑑
に
よ
れ
ば
問

そ
の
取
扱
い
商
品
が
杷
柳
だ
け
で
あ
る
も
の
は
九
軒
に
過
ぎ
ず
、

他
は
鞄
嚢
物
及
び
杷
柳
を

兼
営
し
て
い
る
o

こ
の
う
ち
か
つ
て
の
杷
柳
問
屋
か
ら
引
き
続
い
て
い
る
も
の
は
少
な
く
、
確
認
し
得
た
も
の
は
三

O
M程
度
で
あ
る
。

残
り
は
大
正
期
以
後
の
鞄
嚢
時
代
に
在
町
商
人
か
材
料
商
が
創
業
し
た
も
の
が
目
立
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
杷
柳
時
代
の
生
産
形
態
に
比
べ
て
大
き
く
異
な
る
点
は
、
労
働
力
の
質
の
ち
が
い
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
o

杷
柳
生



産
の
中
で
行
李
を
中
心
と
す
る
箱
物
で
は
、
生
地
の
編
成
は
手
作
業
で
行
わ
れ
る
が
、

か
な
り
の
技
術
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
現

在
で
も
土
日
な
が
ら
の
踏
板
と
称
す
る
台
の
上
で
、
中
腰
の
姿
勢
で
お
こ
な
わ
れ
る
作
業
で
男
子
労
働
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

ま

た
、
縁
か
け
、

ズ
ッ
ク
張
り
に
し
て
も
機
械
化
は
進
ま
ず
職
人
技
術
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
、
が
、

オ
ー
プ
ン
ケ
l
ス
を
は
じ
め
ビ
ニ
ー
ル
か
ば
ん
、
嚢
物
は
裁
断
こ
そ
は
む
ず
か
し
く
と
も
、
他
は
婦
女
子
の
し
か
も
未
熟

練
労
働
で
十
分
で
あ
る
。
比
較
的
手
の
こ
ん
だ
オ
ー
プ
ン
ケ

l
ス
な
ど
で
も
木
枠
に
ボ
ー
ル
紙
を
張
り
、
そ
の
上
に
ゴ
ム
の
り
で
ピ
ニ

l

ル
を
張
り
つ
け
、

さ
ら
に
フ
ァ
ス
ナ
ー
を
ミ
シ
ン
掛
け
し
、
把
手
、
金
具
、
装
飾
を
ほ
ど
こ
せ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
、

工
程
の
一

つ
一
つ
が
別
々
の
下
職
や
内
職
に
よ
る
分
業
に
よ
り
行
な
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
従
来
把
柳
栽
培
地
の
農
村
に
お
い
て
、
冬
季
の
副
業
と
し
て
男
子
の
伝
統
的
生
地
編
み
技
術
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
生

地
と
、
町
方
の
縁
掛
け
職
人
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
て
い
た
季
節
的
労
働
が
、
都
市
生
活
者
の
年
間
労
働
、
と
く
に
婦
女
子
の
労
働
へ
と
変

化
し
た
の
で
あ
る
o

こ
れ
は
寵
物
等
の
杷
柳
製
品
で
も
同
様
で
木
型
を
使
う
編
み
上
げ
は
単
純
な
労
働
に
よ
っ
て
生
産
出
来
る
の
で
あ

る
O 

地方地場産業の変遷

五
、
地
域
的
存
在
形
態
の
変
化

豊
岡
地
方
の
杷
柳
鞄
嚢
工
業
の
分
布
を
み
る
と
、

工
場
数
で
は
圧
倒
的
に
杷
柳
の
方
が
多
い

(表
2
)
0
豊
岡
市
内
だ
け
で
も
鞄
嚢
一

二
五
に
対
し
て
杷
柳
七

O
Oと
な
っ
て
い
る
o

こ
れ
が
周
辺
町
の
出
石
、

日
高
で
は
ほ
と
ん
ど
杷
柳
関
係
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
従
業

者
数
と
の
関
係
で
み
る
と
工
場
規
模
の
上
か
ら
そ
の
差
は
多
少
は
少
な
く
な
る
。
即
ち
鞄
嚢
工
場
は
平
均
し
て
一

O
人
規
模
で
あ
る
の
に

85 

対
し
て
杷
柳
は
二
人
と
い
う
零
細
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
統
計
は
そ
の
捕
捉
率
や
統
計
記
載
の
基
準
な
ど
に
よ
っ
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豊岡市鞄嚢工業規模男IJ工場数(1964豊岡商工名鑑による)

i 11 ~ 5 i 6 ~10111~15116~20j21~30131人 | 計 |従業員1平均規l l I~'d.' -vVj 以上!副!計 模

l40 23 12 6 2 1 4 1 87 I 7似 18.9人
1 4528 13 I 4 6 1 2 )102I 805 1 7.8 

表 3

問屋・製造卸

鞄嚢製造
(メーカー)

11人!2l3i4i516|7t人以|計 |託業員|平 均

(か t存》)日工 115 I 62 [ 16 111 1 6 1 5 i 3 1 1 1 119 I 323人12.7人

|オiFFFI9M|刷
杷件品工 138 I 65 119 I 4 I 1 1 0 0 I 0 1 127 1 246 1 1.9 

て
必
ず
し
も
実
態
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
数
字
の
中
に
も
内

職
層
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、

」
れ
か
ら
、
鞄
嚢
関
係
は
豊
岡
市
内
の
市
街
地
部
分

に
お
い
て
生
産
さ
れ
、
杷
柳
関
係
は
市
内
及
び
周
辺
町
村
に
広
く
分
布
し
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
。

豊
岡
市
の
鞄
嚢
工
業
の
規
模
別
分
布
を
み
る
と
(
表
3
)
、
問
屋
・
製
造
卸
、

メ
ー
カ

ー
、
下
職
の
順
に
平
均
規
模
は
小
さ
く
な
り
、
杷
柳
関
係
で
は
メ
ー
カ
ー
、
下
職
と
も
さ

ら
に
零
細
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
零
細
な
規
模
の
業
者
の
分
布
を
み
る
と
図
3
の
よ
う
に

な
る
。
問
屋
・
製
造
卸
は
市
街
地
の
小
田
井
、
桜
木
か
ら
南
に
か
け
て
集
中
し
て
い
る
o

こ
の
付
近
は
柳
町
通
り
の
俗
称
が
あ
る
か
つ
て
の
行
李
問
屋
街
で
あ
っ
た
。
メ
ー
カ
ー
の

多
く
は
そ
の
周
辺
に
あ
る
が
、
下
職
は
市
街
地
の
周
縁
か
ら
日
撫
、
九
日
市
な
ど
の
農
村

部
に
分
布
し
て
い
る
o

さ
ら
に
杷
柳
製
造
は
庄
境
、

日
撫
、
九
日
市
に
あ
り
市
街
地
に
は

数
軒
を
数
え
る
程
度
で
あ
る
o

も
っ
と
も
こ
の
図
に
は
杷
柳
加
工
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、

ま
た
内
職
層
の
分
布
は
不
明
で
あ
り
、

さ
ら
に
鞄
嚢
と
杷
柳
の
兼
営
な
ど
は
分
類
さ
れ
て

い
な
い
か
ら
市
街
地
に
杷
柳
関
係
は
も
う
少
し
多
い
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
分
布
か
ら
、

か
つ
て
杷
柳
栽
培
農
家
の
生
地
編
成
に
よ
っ
て
行
李
生
産
地

域
を
形
成
し
て
い
た
豊
岡
地
方
が
、
鞄
嚢
工
業
へ
の
転
換
に
よ
っ
て
農
村
地
域
の
生
産
上

の
地
位
が
大
き
く
低
下
し
、
都
市
市
街
地
に
生
産
の
中
心
が
移
行
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
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⑨問屋または製造卸

企鞄のう製造

O 5OO'm 

図 3豊岡市における鞄嚢工業の分布 (1964)
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る。
豊
岡
市
内
の
中
堅
的
業
者
で
あ
る
「

H
鞄
嚢
工
業
」
に
つ
い
て
生
産

体
系
を
み
て
み
よ
う
o
H
は
自
ら
も
工
場
を
も
ち
オ
ー
プ
ン
ケ

l
ス
や

シ
ョ
ル
ダ
ー
バ
ッ
グ
を
製
造
す
る
製
造
卸
で
あ
る
が
、

H
へ
納
品
す
る

鞄嚢工業の下職圏 (H.Y.工場の例)

単
品
メ
ー
カ
ー

は
約
六

O
軒
あ
る
。
そ
の
う
ち
四

O
軒
は

(
完
成
品
)

市
内
に
、
二

O
軒
は
出
石
、

日
高

八
鹿
、
養
父
な
ど
に
あ
る
。

H
が

製
造
す
る
オ
ー
プ
ン
ケ
l
ス
や
シ
ョ
ル
ダ
ー
バ
ッ
グ
の
下
職
は
周
辺
農

村
か
ら
鳥
取
、
舞
鶴
、
和
田
山
、
福
知
山
に
か
け
て
約
八

O
軒
に
及
ぶ

(図
4
)
。
こ
う
し
た
下
職
発
生
は
、

H
が
直
接
開
拓
し
た
も
の
や
、

H 

へ
出
入
り
す
る
ミ
シ
ン
の
セ
ー
ル
ス
マ
ン
が
地
方
ヘ
ミ
シ
ン
を
売
る
際

に
作
業
を
も
ち
こ
む
、
と
い
っ
た
形
で
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
。
鳥
取

や
舞
鶴
な
ど
の
八

O
軒
は
市
周
辺
の
農
村
部
に
多
く
、
各
地
で
農
家
の

図 4

主
婦
を
パ
ー
ト
タ
イ
ム
で
雇
用
し
た
り
、
内
職
を
や
ら
せ
た
り
す
る
。

そ
の
た
め
、
時
に
は
地
方
の
村
の
授
産
事
業
と
し
て
学
校
の
空
教
室
を

料
や
製
り
、
農
家
の
納
屋
を
改
造
し
た
り
し
て
作
業
を
し
て
い
る
o

原

使
っ
た
口
問
は
ト
ラ
ッ
ク
で
運
搬
さ
れ
て
い
る
。

組
合
の
推
定
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
遠
隔
地
の
下
職
者
な
い
し
は
作



業
従
事
者
は
県
内
県
外
を
合
わ
せ
て
約
二

0
0
0軒
以
上
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
、
そ
の
範
囲
も
鳥
取
県
か
ら
岡
山
県
に
ま
で
広
が
っ
て
い

る
と
い
わ
れ
る
o
H
鞄
嚢
の
よ
う
な
形
は
例
外
的
な
も
の
で
は
な
く
、
製
造
卸
や
比
較
的
規
模
の
大
き
い
メ
ー
カ
ー
で
、
下
職
地
域
に
広

狭
は
あ
れ
ご
く
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
。
鞄
の
ミ
シ
ン
掛
け
、

の
り
付
け
な
ど
の
作
業
は
非
常
に
単
純
な
作
業
で
あ
る
と
同
時
に
、
き
わ

め
て
労
働
集
約
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
生
産
量
が
多
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
下
職
地
域
は
労
働
力
を
求
め
て
拡
大
す
る
こ
と
に
な

る。
こ
の
よ
う
な
労
働
収
奪
の
形
態
は
、
大
阪
の
メ
リ
ヤ
ス
業
、
縫
製
工
業
、
岡
山
の
既
成
服
、
長
野
県
の
電
子
工
業
な
ど
最
近
こ
と
に
目

立
っ
て
き
て
い
る
。

車吉

E苦

豊
岡
市
街
の
東
、
円
山
川
を
こ
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
日
撫
、
庄
境
部
落
は
か
つ
て
杷
柳
栽
培
の
中
心
で
あ
り
、
行
李
の
生
地
編
成
の
さ

か
ん
な
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
平
均
四
反
の
耕
地
は
水
田
と
杷
柳
栽
培
が
大
部
分
で
あ
り
、
行
李
か
ら
の
収
入
は
農
家
の
重
要
な
家
計
部
分

地方地場産業の変遷

を
占
め
て
い
た
。
大
正
以
後
は
円
山
川
の
改
修
に
よ
っ
て
把
柳
栽
培
が
減
少
し
、
奥
地
の
養
父
・
八
鹿
方
面
や
大
阪
、
岡
山
、
高
知
な
ど

の
原
料
を
購
入
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
原
料
相
場
の
変
動
や
問
屋
か
ら
の
原
料
支
給
な
ど
に
よ
っ
て
行
李
製
造
の
利
益
が
減
少
し
、
次
第

に
生
地
編
み
も
少
な
く
な
り
男
子
の
労
働
力
は
農
閑
期
に
は
出
稼
ぎ
に
出
る
も
の
が
増
加
し
た
。

一
方
、
市
内
を
中
心
に
生
産
を
増
加
さ

せ
て
来
た
鞄
嚢
工
業
は
こ
の
地
方
の
婦
女
子
労
働
を
目
指
し
て
ビ
ニ
ー
ル
か
ば
ん
の
ミ
シ
ン
掛
け
や
の
り
つ
け
な
ど
の
仕
事
を
持
ち
こ
ん

で
き
た
。
農
家
の
中
に
は
農
業
を
や
め
、
庭
先
に
納
屋
工
場
を
建
て
隣
近
所
の
内
職
の
元
締
め
を
や
る
も
の
も
出
て
来
た
。
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つ
ま
り
か
つ
て
、
杷
柳
栽
培
地
で
あ
り
自
ら
原
料
を
生
産
し
、
加
工
を
も
行
っ
て
来
た
農
村
工
業
地
域
は
市
街
地
の
都
市
工
業
の
下
職
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地
域
へ
と
変
貌
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
事
例
は
こ
の
地
方
の
鞄
嚢
工
業
だ
け
で
な
く
実
は
全
国
に
そ
の
例
を
い
く
つ
も
み
る
こ
と
が
出
来
よ
う
o

例
え
ば
静
岡
の
鏡

ム
口
・
家
具
か
ら
サ
イ
ド
ボ

i
ド
や
洋
式
家
具
へ
、
足
利
の
急
須
、
湯
沸
が
ロ

l
ス
タ
ー
に
、
笠
間
の
す
り
ば
ち
が
民
芸
陶
器
や
装
飾
品

に
、
小
野
の
ソ
ロ
パ
ン
が
玉
の
れ
ん
に
と
い
う
よ
う
に
先
行
産
業
の
上
に
の
っ
て
素
材
や
製
品
を
変
化
さ
せ
て
い
る
o

こ
の
際
、
こ
の
よ
う
な
地
場
産
業
が
単
に
素
材
や
製
品
が
変
っ
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
そ
の
生
産
形
態
や
地
域
的
存
在
形
態
に
ま
で

変
化
を
与
え
、

さ
ら
に
は
地
場
産
業
の
存
在
基
盤
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
点
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

--a王

⑤@③②①  

幸
田
、
辻
本
、
沢
田
編
日
本
の
工
業
化

日
本
産
業
史
大
系
東
大
出
版
会

藤
田
、
伊
東
編
中
小
工
業
の
本
質
有
斐
閣

中
小
企
業
庁
産
地
実
態
調
査
報
告
書

井
出
策
夫
大
都
市
日
用
消
費
財
工
業
の
地
域
構
造
地
評
一
二
九
巻
十
一
号

井
出
策
夫
メ
リ
ヤ
ス
生
産
の
地
域
的
存
在
形
態
立
正
大
学
教
養
部
紀
要
第
二
号

板
倉
、
井
出
、
竹
内
、
高
橋
、
阪
神
の
工
業
人
文
地
理
二

O
巻
一
号

④
参
照

大
内
兵
衛
監
修
地
域
と
産
業
新
評
論
二
七
三
}
二
八
六
頁

板
倉
勝
高
地
場
産
業
の
実
態
統
計
二

O
巻
八
号

内
務
省
勧
農
局
杷
柳
栽
培
製
造
法
(
明
治
十
年
)
(
流
通
経
済
大
学
図
書
館
蔵
)

桑
原
公
徳
但
馬
に
お
け
る
杷
柳
産
業
の
地
理
学
的
研
究
地
理
学
評
論
一
一
一

O
巻
十
二
号

古
今
書
院

第
一
意
の
中
に
多
く
の
文
献
紹
介
が
あ
る
。

⑬③③⑦①  
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⑬⑪⑬⑬⑬⑬⑫⑬  

但
馬
豊
岡
の
例
行
李
、
日
本
産
業
史
大
系
近
畿
地
方
編
一
二
六
七

1
三
七
八
頁
東
大
出
版
会

低
湿
地
帯
の
地
域
構
造
|
淀
川
右
岸
の
杷
柳
栽
培
よ
り
見
た
る

l

人
文
地
理
四
巻
一
号

石
田
修
一

森
田
敬
一

前
掲
③

新
潟
農
事
試
験
場

前
回
向
③

前
掲
①
及
び
⑬

小
林
考
幼
・
延
徳
沖
氾
濫
原
の
杷
柳
栽
培
と
そ
の
加
工
信
濃
一
四
巻
一
二
号

明
治
一
六
年
八
木
長
右
衛
門
が
内
国
博
覧
会
に
出
品
、
四
二
年
に
宇
川
安
蔵
が
バ
ス
ケ
ッ
ト
鞄
を
つ
く
る
。
四
三
年
作
花
良
七
が
初
め
て
ア
メ
リ

カ
ヘ
バ
ス
ケ
ッ
ト
鞄
を
輸
出
す
る
。
「
郷
土
百
人
の
先
覚
者
」
兵
庫
県
三
九
六
八
年
)
に
よ
る
。

杷
柳
栽
培
及
び
柳
行
李
製
作
法

明
治
三
九
年
(
流
通
経
済
大
学
図
書
館
蔵
)




