
木
曽
漆
器
の
ふ
る
さ
と

塩
尻
市
は
、
松
本
盆
地
の
南
端
、
長
野
県
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
し
、

市
内
に
は
信
濃
川
水
系
の
奈
良
井
川
と
田
川
、
天
竜
川
水
系
の
小
野
川

が
流
下
し
、
塩
尻
峠
と
善
知
鳥
峠
、
鳥
居
峠
は
、
太
平
洋
と
日
本
海
へ

の
分
水
嶺
と
な
っ
て
い
ま
す
。
西
に
北
ア
ル
プ
ス
南
に
は
中
央
ア
ル
プ

ス
の
峰
々
に
連
な
る
山
並
み
を
背
景
に
、
田
園
風
景
が
広
が
る

清
浄

な
水
と
緑
に
囲
ま
れ
た
歴
史
の
ふ
る
さ
と
で
す
。
ま
た
、
古
く
は
中
山

道
、
三
州
街
道
（
伊
那
街
道
）
、
善
光
寺
街
道
、
五
千
石
街
道
等
多
く

の
街
道
が
交
差
す
る
要
衝
で
す
。

平
成
１
７
年
に
は
、
隣
接
の
木
曽
郡
楢
川
村
と
合
併
し
、
人
口
約

６
６
，
０
０
０
人
、
面
積
約
２
９
０
．
１
８
㎢
の
街
で
す
。

木
曽
漆
器
の
中
心
「
楢
川
地
区
」
は
、
木
曽
谷
を
貫
く
中
山
道

（
現
・
国
道
１
９
号
線
）
北
の
入
口
（
こ
れ
よ
り
南
木
曽
路
）
に
位
置

し
て
い
ま
す
。

こ
の
地
域
は
、
海
抜
お
よ
そ
９
０
０
メ
ー
ト
ル
の
高
地
の
た
め
、
夏

は
涼
し
く
冬
は
厳
し
く
、
漆
器
作
り
に
適
し
た
湿
度
が
あ
る
な
ど
作
業

環
境
が
良
い
こ
と
や
、
自
然
豊
か
な
木
曽
谷
で
は
ヒ
ノ
キ
な
ど
の
木
曽

五
木
を
始
め
と
す
る
良
材
に
恵
ま
れ
、
山
間
地
で
は
あ
り
ま
す
が
中
山

道
沿
い
に
あ
り
、
明
治
後
期
に
は
鉄
道
が
開
通
し
、
以
降
国
道
が
整
備

さ
れ
る
な
ど
交
通
の
便
に
は
比
較
的
恵
ま
れ
、
全
国
に
及
ぶ
行
商
力
が

産
地
を
支
え
て
き
ま
し
た
。

木
曽
漆
器
を
作
る
職
人
が
集
ま
る
「
木
曽
平
沢
」
は
、
国
内
で
も
有

数
の
漆
器
の
産
地
で
す
。

平
成
１
８
年
に
漆
工
町
と
し
て
は
国
内
初
で
唯
一
、
国
の
「
重
要
伝

統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
」
（
重
伝
建
）
に
選
定
さ
れ
ま
し
た
。
木
曽

平
沢
の
街
並
み
は
、
中
山
道
沿
い
に
あ
り
道
が
部
分
的
に
湾
曲
し
て
い

る
た
め
、
そ
れ
に
沿
っ
て
斜
め
に
雁
行
の
よ
う
に
町
並
み
が
並
び
、
通

り
か
ら
各
家
の
側
面
が
連
続
し
て
見
え
ま
す
。
ま
た
、
漆
器
は
そ
の
工

程
で
ホ
コ
リ
を
嫌
う
た
め
、
外
気
を
遮
断
し
温
度
と
漆
器
が
一
定
に
保

て
る
作
業
に
適
し
た
塗
蔵
は
、
建
物
の
奥
に
あ
り
９
０
棟
以
上
現
存
し

て
い
る
事
等
か
ら
、
「
重
伝
建
」
に
選
定
さ
れ
ま
し
た
。

木
曽
漆
器
の
歩
み

木
曽
漆
器
の
起
源
は
今
か
ら
６
２
０
年
余
前
に
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。

旧
福
島
町
（
現
・
木
曽
町
）
八
沢
、
龍
源
寺
の
経
箱
に
「
応
永
元
年

（
１
３
９
４
年
）
」
と
記
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
頃
に
は
既
に
漆
塗
り

木
曽
漆
器
（
き
そ
し
っ
き
）

CASEⅥ

地
域
団
体
商
標
カ
ー
ド
権
利
者
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ

ぶ
ら
り
地
域
団
体
商
標
紀
行

（上）魅力的な木曽漆器たち
（左）自然素材で作られた弁当箱「メンパ」（中）変わり塗の一種「木曽堆朱塗」（右）木曽春慶

権
利
者
：
木
曽
漆
器
工
業
協
同
組
合

【
長
野
県
塩
尻
市
】

が
行
わ
れ
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
木
曽
平
沢
に
お
け
る

木
曽
漆
器
の
起
源
は
、
生
業
と
し
て
の
記
録
を
見
る
限
り
、
隣
接
す
る

奈
良
井
宿
で
白
木
細
工
に
漆
塗
り
を
施
す
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
と
言
わ

れ
て
お
り
、
平
沢
に
お
い
て
漆
器
の
生
産
が
ま
と
ま
っ
た
形
で
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
寛
文
年
間
か
ら
貞
享
年
間
（
１
６
６
１
～
１

６
８
９
年
）
頃
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
近
世
に
お
い
て
は
、
木
曽
ヒ
ノ

キ
を
は
じ
め
と
す
る
豊
か
な
森
林
資
源
や
、
漆
器
に
適
し
た
湿
潤
な
気

候
、
中
山
道
街
道
文
化
な
ど
に
よ
り
産
業
と
し
て
発
展
し
、
江
戸
時
代

中
期
頃
か
ら
、
木
曽
物
・
木
曽
塗
り
と
い
え
ば
「
平
沢
」
と
言
わ
れ
る

ま
で
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
大
阪
や
江
戸
に
取
次
場
が
で
き
ま

し
た
。

木
曽
漆
器
が
大
き
く
変
化
を
遂
げ
た
の
は
、
明
治
初
期
に
漆
器
の
下

地
材
と
し
て
大
変
優
れ
た
「
錆
土(

さ
び
つ
ち)

」
と
呼
ば
れ
る
粘
土
が

地
元
で
発
見
さ
れ
、
漆
と
混
ぜ
合
わ
せ
た
下
地
塗
技
法
が
考
案
さ
れ
た

こ
と
で
堅
牢
な
本
堅
地
漆
器
へ
と
転
換
し
、
日
本
有
数
の
漆
器
産
地
と

し
て
そ
の
地
位
を
確
立
し
ま
し
た
。

こ
の
間
、
全
国
各
地
の
産
地
視
察
や
斯
業(

し
ん
ぎ
ょ
う)

の
大
家
を

招
聘
し
、
研
究
・
改
善
を
重
ね
苦
心
の
末
木
曽
ス
タ
イ
ル
を
作
り
ま
し

た
。昭

和
２
０
年
以
前
は
宗
和
膳
・
重
箱
・
そ
ば
道
具
等
の
実
用
漆
器
が

多
く
作
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
後
の
生
活
様
式
の
変
化
に
伴
い
、
飾
り

棚
・
衝
立
・
座
卓
・
厨
子
等
の
漆
器
家
具
の
開
発
に
も
成
功
し
、
産
地

と
し
て
も
技
術
的
に
も
大
き
な
発
展
を
し
ま
し
た
。
昭
和
２
４
年
に
木

曽
平
沢
は
国
か
ら
「
重
要
漆
工
集
団
地
」
と
し
て
指
定
を
受
け
ま
し
た
。

昭
和
３
３
年
に
は
、
「
木
曽
漆
器
工
業
協
同
組
合
」
の
設
立
に
と
も

な
い
木
曽
物
・
木
曽
塗
り
・
木
曽
平
沢
塗
り
な
ど

様
々
な
呼
び
名
を

「
木
曽
漆
器
」
に
統
一
し
ま
し
た
。

昭
和
５
０
年
に
「
木
曽
春
慶
」
「
木
曽
変
わ
り
塗
り
（
木
曽
堆

朱
）
」
「
塗
分
呂
色
塗
り
」
の
三
技
法
が
第
一
次
の
伝
統
的
工
芸
品
に

指
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
機
に
、
昭
和
５
１
年
に
は
伝
統
技
術
の
伝

承
を
目
的
と
し
た
「
木
曽
高
等
漆
芸
学
院
」
（
現
：
塩
尻
市
木
曽
高
等

漆
芸
学
院
）
を
開
校
し
、
以
降
長
野
県
の
認
定
職
業
訓
練
校
と
し
て
漆

工
、
沈
金
、
蒔
絵
な
ど
伝
統
工
芸
の
後
継
者
育
成
を
担
っ
て
い
ま
す
。

平
成
７
年
に
は
、
先
人
が
伝
え
残
し
て
く
れ
た
伝
統
産
業
「
木
曽
漆

器
」
の
製
造
や
販
売
に
か
か
か
わ
る
道
具
や
製
品
な
ど
３
、
７
２
９
点

が
、
国
の
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
の
指
定
を
受
け
ま
し
た
。



平
成
１
０
年
に
は
金
属
と
漆
を
融
合
さ
せ
た
「
長
野
冬

季
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
入
賞
メ
ダ
ル
」
で
日
本
が
誇
る
漆

[japan]
文
化
を
世
界
に
向
け
て
情
報
発
信
し
ま
し
た
。

平
成
１
９
年
に
は
、
産
地
内
で
以
前
か
ら
進
め
て
い
る

漆
「
文
化
財
修
復
事
業
」
の
実
績
が
評
価
さ
れ
「
新
日
本

様
式
１
０
０
選
」
に
認
定
さ
れ
ま
し
た
。
同
年
「
木
曽
漆

器
」
と
し
て
地
域
団
体
商
標
も
取
得
し
ま
し
た
。

木
曽
漆
器
の
特
徴

多
様
な
工
程
を
幾
日
も
か
け
て
完
成
さ
せ
る
漆
器
。
な

か
で
も
「
塗
り
」
の
段
階
で
は
特
に
繊
細
な
神
経
が
要
求

さ
れ
ま
す
。
ゴ
ミ
が
付
着
し
な
い
よ
う
に
工
房
は
常
に
清

浄
さ
が
求
め
ら
れ
、
塗
り
師
は
全
神
経
を
張
り
詰
め
て
作

業
に
あ
た
り
ま
す
。
こ
こ
で
彼
ら
の
代
表
的
な
塗
り
技
法

を
紹
介
し
ま
す
。

●
木
曽
堆
朱
（
き
そ
つ
い
し
ゅ
）

地
元
で
発
見
さ
れ
た
特
産
の
さ
び
土
と
生
漆
を
練
り
合

わ
せ
繰
り
返
し
塗
布
し
堅
牢
な
下
地
を
作
り
、
型
置
き
漆

の
上
に
幾
層
も
の
色
漆
を
塗
り
込
み
、
研
ぎ
出
し
に
よ
り

斑
模
様
を
表
現
す
る
技
法
。

●
変
わ
り
呂
色
塗
（
か
わ
り
ろ
い
ろ
ぬ
り
）

中
塗
り
ま
で
の
行
程
を
堆
朱
と
同
じ
く
さ
び
土
と
生
漆

で
堅
牢
な
下
地
を
作
り
、
多
種
類
の
精
製
彩
漆
で
絵
や
幾

何
学
模
様
を
加
飾
し
塗
分
け
る
技
法
。

●
木
曽
春
慶
（
き
そ
し
ゅ
ん
け
い
）

木
曽
ヒ
ノ
キ
や
ケ
ヤ
キ
な
ど
木
曽
特
産
の
良
材
質
の
木

肌
の
美
し
さ
を
生
か
す
た
め
、
下
地
塗
り
を
せ
ず
木
地
に

直
接
生
漆
を
染
み
込
ま
せ
、
透
明
度
の
高
い
春
慶
漆
を
上

塗
り
す
る
木
地
溜
塗
手
法
で
仕
上
げ
ら
れ
る
技
法
。

こ
れ
ら
の
他
に
も
、
鏡
面
の
よ
う
に
光
沢
が
美
し
い
呂

色
塗
。
下
地
に
深
く
塗
り
重
ね
ら
れ
た
彩
漆
（
い
ろ
う
る

し
）
を
鮮
や
か
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
溜
塗
（
た
め
ぬ

り
）
。
布
の
素
朴
な
風
合
い
を
出
す
布
目
塗
（
ぬ
の
め
ぬ

り
）
。
木
地
に
和
紙
を
張
り
、
上
か
ら
漆
を
塗
っ
て
仕
上

げ
る
一
閑
張(

い
っ
か
ん
ば)

り
な
ど
多
種
多
様
な
技
法
が

あ
り
ま
す
。

地
域
団
体
商
標
登
録
を
取
得
し
て

漆
に
ス
テ
ン
レ
ス
を
混
ぜ
る
技
法
を
特
許
取
得
す
る
な
ど
、

元
々
知
財
に
対
す
る
意
識
が
高
か
っ
た
。
そ
ん
な
時
に
地
域

団
体
商
標
制
度
が
で
き
て
、
２
０
０
７
年
に
「
木
曽
漆
器
」

で
地
域
団
体
商
標
を
取
得
し
た
。
こ
の
木
曽
漆
器
の
名
称
は
、

組
合
と
し
て
利
用
で
き
る
名
称
で
あ
り
、
木
曽
漆
器
を
名
乗

れ
る
の
は
組
合
員
だ
け
だ
か
ら
と
し
て
意
識
し
て
も
ら
っ
た
。

エ
リ
ア
外
の
人
が
木
曽
漆
器
を
名
乗
っ
て
も
異
議
申
し
立
て

で
き
る
強
み
が
あ
る
。
し
か
し
、
同
一
エ
リ
ア
で
組
合
員
以

外
の
人
が
木
曽
漆
器
を
名
乗
っ
て
も
ダ
メ
だ
と
言
え
な
い
の

は
残
念
だ
が
、
木
曽
漆
器
を
宣
伝
し
て
も
ら
っ
て
い
る
の
で

産
地
の
知
名
度
ア
ッ
プ
の
た
め
に
な
っ
て
い
る
一
面
も
あ
り
、

幸
い
な
こ
と
に
非
組
合
員
の
割
合
は
少
な
い
。

ま
た
、
「
地
域
団
体
商
標
」
が
何
な
の
か
理
解
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
は
残
念
。
こ
れ
は
伝
産
マ
ー
ク
も
同
じ
。
行
政
は
、

も
っ
と
宣
伝
し
て
ほ
し
い
。
長
野
県
に
も
、
県
独
自
の
伝
統

シ
ー
ル
が
あ
る
も
の
の
説
明
し
づ
ら
い
の
が
悩
み
。

地
域
団
体
商
標
カ
ー
ド
（
地
団
カ
ー
ド
）
は
い
ろ
ん
な
場

面
で
宣
伝
に
活
用
し
て
い
る
。
ネ
ッ
ト
に
よ
る
、
カ
ー
ド
取

得
の
問
い
合
わ
せ
も
多
く
、
そ
の
都
度
対
応
し
て
い
る
。
毎

年
六
月
第
一
金
曜
日
か
ら
三
日
間
開
催
し
て
い
る
、
産
業
と

観
光
の
イ
ベ
ン
ト
で
賑
わ
い
が
あ
る
「
木
曽
漆
器
祭
・
奈
良

井
宿
場
祭
」
の
会
場
内
で
、
地
団
カ
ー
ド
を
配
布
し
て
い
る
。

ま
た
、
市
内
の
観
光
案
内
所
、
特
に
市
内
最
大
の
観
光
地
で

あ
る
奈
良
井
宿
の
観
光
案
内
所
や
道
の
駅
等
に
も
置
い
て
い

る
。
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
、
経
費
が
掛
か
る
の
に
持
っ
て
い
っ

て
も
ら
え
な
い
が
、
地
団
カ
ー
ド
は
持
ち
帰
っ
て
も
ら
え
る
。

「
伝
統
は
不
変
な
も
の
に
加
え
て
変
え
て
い
く
も
の
と
の

ミ
ッ
ク
ス
で
あ
る
べ
き
だ
。
」
と
語
る
武
井
祥
司
事
務
局
長
。

こ
れ
か
ら
変
化
し
て
い
く
木
曽
漆
器
が
楽
し
み
だ
。

DATA
木曽漆器工業協同組合

※詳細はHPを
ご確認ください。

http://kiso.shikkikumiai.com/m
ain.html

（記事作成元）
独立行政法人
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（INPIT）
知財活用支援センター

［HP］
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（右、右下、下）特徴的な「木
曽平沢地区」の街並み、ヒノキ
で作られた「木曽の大橋」、
「是より南木曽路」の碑。

（左）木曽
漆器工業協
同組合
武井祥司
事務局長

（左）地団カード「木曽漆器」


