
　
豊
岡
の
伝
統
工
芸
を

守
る
こ
と
が
天
命

　

千
数
百
年
以
上
も
の
歴
史
を

持
つ
豊
岡
の
杞
柳
細
工
。
し
か

し
、
約
30
年
前
か
ら
安
価
な
中
国

製
バ
ス
ケ
ッ
ト
類
の
輸
入
が
増
え
、

技
術
者
の
高
齢
化
も
進
み
、
一

時
は
危
機
的
状
況
へ
と
陥
り
ま
し

た
。「
豊
岡
に
生
ま
れ
育
っ
た
以

上
、
豊
岡
の
杞
柳
細
工
の
伝
統
を

絶
や
す
こ
と
は
で
き
な
い
」と
思

い
、
伝
統
の
継
承
や
後
継
者
の
育

成
な
ど
に
乗
り
出
し
た
の
は
兵
庫

県
杞
柳
製
品
協
同
組
合
理
事
長
の

田
中
榮
一
さ
ん
。

観
光
と
は「
光
を
観み

る
」こ
と

　

田
中
さ
ん
は
、
農
家
の
長
男
と

し
て
生
ま
れ
、
農
業
に
従
事
し
な

が
ら
青
年
団
活
動
な
ど
に
力
を
注

い
で
き
ま
し
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
活

動
の
中
で「
こ
れ
か
ら
は
観
光
産

業
が
大
切
」と
考
え
、
昭
和
46
年

に
玄
武
洞
観
光
を
立
ち
上
げ
ま
し

た
。「
観
光
と
は『
光
を
観
る
』こ
と
。

玄
武
洞
や
豊
岡
の
良
さ
、
杞
柳
製

品
の
素
晴
ら
し
さ
を
ど
う
観
せ
る

か
、観
光
の
原
点
を
考
え
ま
し
た
」

と
当
時
を
振
り
返
る
田
中
さ
ん
。

そ
う
し
た
中
、
石
や
杞
柳
製
品
を

集
め
て
博
物
館
を
開
設
し
、
館
内

で
編
み
組
み
の
実
演
や
販
売
を
行

い
ま
し
た
。

豊
岡
杞
柳
細
工
が

「
国
の
伝
統
的
工
芸
品
」に
指
定

　
「
杞
柳
」と
は
言
葉
を
た
ど
る

と「
コ
リ
ヤ
ナ
ギ
」の
こ
と
で
、
円

山
川
の
水
辺
に
自
生
す
る
コ
リ

ヤ
ナ
ギ
の
皮
を
は
い
で
乾
燥
さ

せ
た
も
の
を
編
ん
で
作
っ
た
も

の
が
杞
柳
細
工
で
す
。
柳
行
李
や

バ
ス
ケ
ッ
ト
と
し
て
親
し
ま
れ
て

き
た
伝
統
の
杞
柳
産
業
は
、
豊
岡

で
生
ま
れ
、
但
馬
の
風
土
で
育
ち
、

「
か
ば
ん
の
ま
ち
豊
岡
」の
基
礎
を

築
き
、平
成
4
年
に
は「
国
の
伝
統

的
工
芸
品
」に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

後
継
者
不
足
が
最
大
の
課
題

　

平
成
元
年
か
ら
県
杞
柳
製
品
協

同
組
合
の
理
事
長
と
な
っ
た
田
中

さ
ん
の
最
大
の
悩
み
は
後
継
者
不

足
で
し
た
。
伝
統
工
芸
士
を
増
や

し
若
年
化
を
図
る
た
め
、
平
成
2

年
か
ら
市
の
補
助
を
受
け
、
市
内

で「
杞
柳
編
み
組
み
教
室
」を
開
始

し
ま
し
た
。「
主
婦
の
方
が
た
く
さ

ん
参
加
し
、
活
気
が
あ
り
ま
す
」

と
話
す
田
中
さ
ん
。今
で
は
、そ
れ

ら
の
方
々
が
伝
統
工
芸
士
と
な
り
、

活
躍
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

平
成
13
年
か
ら
は
、
児
童
･
生

徒
に
対
す
る
伝
統
的
工
芸
品
教
育

事
業
が
始
ま
り
、
毎
年
10
〜
15
校
、

約
千
人
に
指
導
し
て
い
ま
す
。「
子

ど
も
た
ち
が
伝
統
的
工
芸
品
に
触

れ
る
機
会
を
つ
く
り
、
豊
岡
の
歴

史
･
伝
統
･
文
化
が
少
し
で
も
伝

わ
れ
ば
…
」と
話
し
、
子
ど
も
た

ち
を
見
つ
め
る
田
中
さ
ん
の
目
は

優
し
さ
に
満
ち
溢
れ
て
い
ま
す
。

伝
統
と
は「
革
新
」の
連
続
な
り

　

平
成
15
年
に
は
、
独
自
の
編
み

方
と
高
い
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
性
を
融

合
さ
せ
た
伝
統
工
芸
士
・
宮
崎
和

子
さ
ん
の
バ
ッ
グ
が
、
グ
ッ
ド
デ

ザ
イ
ン
ひ
ょ
う
ご
大
賞
を
受
賞
し

ま
し
た
。
そ
し
て
、
平
成
19
年
に

は
特
許
庁
か
ら
地
域
ブ
ラ
ン
ド

「
豊
岡
杞
柳
細
工
」と
し
て
商
標
登

録
認
定
を
受
け
ま
し
た
。

　
「
伝
統
は
そ
の
ま
ま
伝
え
て
も

続
か
な
い
。
地
域
で
創
意
工
夫
し

て
時
代
の
需
要
に
応
え
ら
れ
る『
革

新
』が
必
要
」と
語
る
田
中
さ
ん
。

　

今
後
は
、
16
人
の
伝
統
工
芸
士

と
と
も
に
、「
私
だ
け
の
一
品
」と

い
う
発
想
の
も
と
で
オ
ー
ダ
ー
メ

イ
ド
化
を
図
っ
た
り
、
高
級
品
と

し
て
の
地
位
を
確
立
す
べ
く
、
日

本
中
を
飛
び
回
り
ま
す
。

　

杞
柳
細
工
の
伝
統
を
守
り
伝
え
、
後
継
者
の
育
成
や
児

童
･
生
徒
な
ど
へ
の
伝
統
的
工
芸
品
教
育
・
製
作
体
験
に
力

を
注
ぐ
元
気
な
男
性
を
紹
介
し
ま
す
。

田
中
榮え
い

一い
ち

さ
ん（
76
歳
）赤
石

杞き

柳り
ゅ
う

細ざ
い

工く

の
伝
統
を
守
り
伝
え

地
域
の
活
性
化
を
目
指
す
元
気
人

コーちゃん・オーちゃんの

「見つけた！豊岡元気人」

平成15年にグッドデザインひょうご大賞を
受賞した宮崎和子さんの作ったバッグ

子どもたちに編み組みを指導する田中さん

▲兵庫県杞柳製品協同組合
理事長の田中榮一さん。渡
し舟の船頭も務めます

杞柳細工の歴史が一目で分かる玄武洞ミュー
ジアム内の豊岡杞柳細工ミュージアム

弘道小学校での伝統的工芸品教育事業
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竹
野
浜
の
近
く
に
位
置
す
る
竹

野
幼
稚
園
。
新
緑
美
し
い
山
々
に

囲
ま
れ
た
自
然
豊
か
な
場
所
で
、

園
児
た
ち
は
元
気
に
園
生
活
を
送

っ
て
い
ま
す
。

　

5
月
6
日
、園
に
ウ
サ
ギ
が
や
っ

て
き
ま
し
た
。
ウ
サ
ギ
と
一
緒
の

園
生
活
に
、
園
児
た
ち
は
大
喜
び
。

そ
の
様
子
を
の
ぞ
い
て
み
ま
し
た
。

か
わ
い
い
ウ
サ
ギ
が
仲
間
入
り
！

　
「
み
ん
な
と
一
緒
に
遊
べ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
」と
、
先
生
が

自
宅
で
生
ま
れ
た
、

か
わ
い
い
4
羽
の

ウ
サ
ギ
を

連
れ
て
き

ま
し
た
。
黒
い

ウ
サ
ギ
が
2
羽

と
、
白
い
ウ
サ

ギ
が
2
羽
。
早

速
、
園
児
た
ち
は
名
前
を
考
え
ま

す
。「
白
く
て
小
さ
な
ウ
サ
ギ
は
、

お
も
ち
ち
ゃ
ん
」「
黒
く
て
小
さ

な
ウ
サ
ギ
は
、
チ
ョ
コ
ち
ゃ
ん
」。

で
も
、
残
り
2
羽

の
名
前
は
…
。
な

か
な
か
思
い
付
き

ま
せ
ん
。

や
さ
し
く
抱
っ
こ
！

               
難
し
い
な
‼

　
「
お
し
り
を
持
っ
て
や
さ
し
く

ね
」と
、
先
生
が

ウ
サ
ギ
の
抱
っ

こ
の
方
法
を

教
え
て
く
れ

ま
し
た
。
恐
る
恐

る
触
る
園
児
た
ち
。

手
が
滑
っ
て（
？
）、

ウ
サ
ギ
を
落
と
し
て
し
ま
う
子
も

い
ま
し
た
。

新
し
い
お
う
ち

4

4

4　

気
に
入
っ
て
く
れ
る
か
な
？

　

園
庭
の
ウ
サ
ギ
小
屋
が
ウ
サ
ギ

た
ち
の
新
し
い
お
う
ち
で
す
。
園

の
卒
業
生
の
保
護
者
に
作
っ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

そ
の
中
が
ど
の

よ
う
に
な
っ
て

い
る
の
か
、
興

味
津
々
の
男
の

子
た
ち
は
、
自

分
の
目
で
チ
ェ 

ッ
ク
。気
に
入
っ
て
く
れ
る
か
な
？

餌
作
り
も
任
せ
て
ね
！

　

女
の
子
た
ち
は
、
ウ
サ
ギ
の
餌

作
り
。
ウ
サ
ギ
の
好
き
な
キ
ャ
ベ

ツ
や
ク
ロ
ー
バ

ー
な
ど
を
切

っ
た
り
混
ぜ

た
り
し
て

い
き
ま
す
。

食
べ
て
く
れ
る
か
な
？

私
た
ち
の
大
切
な
お
友
達

こ
れ
か
ら
も
仲
良
く
ね
！

　
「
ウ
サ
ギ
と

友
達
に
な
れ
て

良
か
っ
た
」「
ふ

わ
ふ
わ
し
て
、

温
か
か
っ
た
」

と
、
笑
顔
で

話
す
園
児

た
ち
。
上

手
に
抱
っ
こ
が
で
き
る
よ
う
に
な

り
た
い
な
…
。
み
ん
な
優
し
い
気

持
ち
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

健
康
に
い
い
こ
と
…
大
き
く
歌
う
こ
と
！

｢

み
ん
な
で
楽
し
く
歌
お
う
会｣

（
竹
野
）

　

毎
月
2
回（
第
2
・
第
4
木
曜
日
）、

竹
野
地
区
公
民
館
か
ら
、
聞
き
覚

え
の
あ
る
歌
が
響
い
て
き
ま
す
。

　
「
み
ん
な
で
楽
し
く
歌
お
う
会
」

は
、
そ
の
名
の
と
お
り
、
楽
し
く

歌
を
歌
お
う
と
い
う
発
想
で
活
動

を
始
め
た
団
体
で
、
20
年
近
く
活

動
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
会

に
は
、
コ

ー
ラ
ス
部

門
と
ナ
ツ

メ
ロ
部
門

が
あ
り
ま

す
。
女
性

ば
か
り
約

50
人
の
メ

ン
バ
ー
は
、

日
中
に
仕
事
が
あ
る
方
は
夜
の
コ

ー
ラ
ス
部
門
に
、
そ
う
で
な
い
方

は
昼
の
ナ
ツ
メ
ロ
部
門
に
参
加
し

て
い
ま
す
。

　

歌
の
種
類
は
、
ふ
る
さ
と（
地

元
）の
歌
か
ら
童
謡
、
民
謡
、
歌

謡
曲
な
ど
、
幅
広
く
手
掛
け
ま
す
。

中
に
は「
お
座
敷
小
唄
」の
替
え
歌

「
ボ
ケ
な
い
小
唄
」な
ど
の
ユ
ニ
ー

ク
な
歌
詞
も
見
ら
れ
ま
す
。

　

歌
の
指

導
を
す
る

清
水
義
春

さ
ん（
竹

野
町
竹

野
）は「
全

員
で
歌
う

だ
け
で
な

く
、
腹
か
ら
声
を
出
す
こ
と
で
健

康
づ
く
り
に
、
歌
詞
を
覚
え
る

こ
と
で
認
知
症
予
防
に
役
立
ち
ま

す
」と
話
し
ま
す
。
ま
た
、
会
員

の
ほ
と
ん
ど
が「
歌
う
こ
と
が
好

き
で
来
て
い
る
」「
仲
間
づ
く
り
に

来
て
い
る
」と
声
を
そ
ろ
え
ま
す
。

　

月
2
回
の
活
動
だ
け
で
な
く
、

但
馬
地
域
で
開
催
さ
れ
る
合
唱
祭

や
地
元
の
芸
能
発
表
会
な
ど
で
歌

声
を
披
露
し
て
い
ま
し
た
が
、
平

均
年
齢
も
高
く
な
り
、
出
演
で
き

る
発
表
会
も
限
ら
れ
て
き
た
、
と

の
悩
み
も
あ
り
ま
す
。

　

新
し
い
歌
や
今
風
の
歌
は
、
清

水
さ
ん
の
指
導
と
Ｄ
Ｖ
Ｄ
カ
ラ
オ

ケ（
歌
詞
の
確
認
）で
、
短
時
間
で

覚
え
ら
れ
ま
す
。

　

今
日
も
、
思
わ
ず
口
ず
さ
み
た

く
な
る
歌
が
響
い
て
き
ま
す
…
。

竹
野
幼
稚
園
（
竹
野
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
園
児
15
人
〉

●
幼稚園

編

広
報
マ
ン
が
や
っ
て
き
た
！

広
報
マ
ン
が
や
っ
て
き
た
！

⑤

▲大きな声で歌います

▲手作りの歌詞本
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