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南
丹
工
芸
文
化
祭
来
場
者
の
ア
ン
ケ
ー
ト
よ
り

▲京都新光悦村では個人の工房も操業が始まっています

▲京都新光悦村では次々と工場が操業されています

四
十
五
点
と
と
も
に
、
工
芸
を
始

め
ら
れ
た
き
っ
か
け
や
、
工
芸
に

対
す
る
作
者
の
思
い
な
ど
を
紹
介

し
ま
し
た
。
丹
精
込
め
て
作
ら
れ

た
一
つ
一
つ
の
作
品
を
間
近
か
で

見
る
こ
と
が
で
き
、
工
芸
の
素
晴

ら
し
さ
が
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。
工

芸
作
家
の
皆
さ
ん
が
長
い
年
月
を

か
け
て
培
っ
て
こ
ら
れ
た
匠
の
技

に
、
も
の
づ
く
り
の
ま
ち
南
丹
市

の
魅
力
が
会
場
内
に
あ
ふ
れ
て
い

ま
し
た
。

　「
も
の
づ
く
り
」
の
ま
ち
南
丹

市
を
支
え
る
、
京
都
伝
統
工
芸
大

学
校
は
「
伝
統
的
工
芸
品
産
業
の

振
興
に
関
す
る
法
律
」
に
基
づ
く

全
国
で
初
の
施
設
と
し
て
、
平
成

七
年
に
園
部
町
小
山
東
町
に
設
立

さ
れ
ま
し
た
。

　同
大
学
校
で
は
、
陶
芸
、
木
工

芸
、
金
属
工
芸
な
ど
、
京
都
の
伝

統
産
業
で
活
躍
す
る
現
役
の
伝
統

工
芸
士
が
、
教
授
や
講
師
と
し
て

直
接
指
導
さ
れ
、
多
く
の
卒
業
生

が
、
伝
統
産
業
の
後
継
者
と
し
て

活
躍
さ
れ
て
い
ま
す
。

　ま
た
、
同
大
学
校
で
は
、
地
域

の
小
学
生
が
工
芸
に
ふ
れ
る
機
会

と
し
て
、
府
南
丹
教
育
局
が
主
催

す
る
「
南
丹
パ
ー
ト
ナ
ー
ス
ク
ー

ル
」
に
協
力
さ
れ
て
お
り
、
大
学

校
の
生
徒
が
木
箱
作
り
、
木
彫
刻

の
講
師
と
し
て
市
立
園
部
小
学

校
・
園
部
第
二
小
学
校
の
児
童
た

ち
に
も
の
づ
く
り
の
楽
し
さ
を
伝

え
ま
し
た
。
完
成
し
た
作
品
は
南

丹
美
術
工
芸
教
育
展
で
展
示
さ
れ

ま
し
た
。

　ま
た
、
南
丹
工
芸
文
化
祭
に
は

同
大
学
校
の
学
生
の
作
品
も
展
示

さ
れ
、
そ
の
高
い
技
術
力
が
披
露

さ
れ
ま
し
た
。

▲園部町内林町・瓜生野地区にある京都新光悦村

　江
戸
時
代
初
期
に
、
芸
術
家
の

「
本
阿
弥
光
悦
」
に
よ
っ
て
京
都

洛
北
・
鷹
ヶ
峰
に
形
成
さ
れ
た
職

人
の
村
「
光
悦
村
」
で
は
、
次
々

と
新
し
い
技
や
表
現
が
生
み
出
さ

れ
、
日
本
の
芸
術
・
工
芸
の
発
展

に
大
き
く
貢
献
し
た
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
「
光
悦
村
」
の
精

神
を
受
け
継
ぎ
、
「
新
た
な
生
活

文
化
の
創
造
と
産
業
の
活
性
化
を

め
ざ
す
新
産
業
拠
点
」
と
し
て
京

都
府
と
南
丹
市
が
連
携
し
整
備
し

た
の
が
、
京
都
新
光
悦
村
で
す
。

　平
成
十
八
年
九
月
に
分
譲
を
開

始
し
、
精
密
金
属
加
工
の
工
場

や
、
木
製
品
製
造
の
工
房
な
ど
が

操
業
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
精
密
研

磨
・
和
菓
子
製
造
な
ど
の
企
業
が

進
出
を
決
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　陶
芸
や
木
工
、
ガ
ラ
ス
な
ど
の

工
芸
作
家
や
食
品
産
業
、
機
械
金

属
、
電
子
部
品
な
ど
先
端
技
術
の

企
業
な
ど
か
ら
京
都
新
光
悦
村
へ

の
関
心
が
高
ま
っ
て
お
り
、
伝
統

産
業
と
先
端
産
業
が
融
合
す
る
こ

れ
か
ら
の
「
も
の
づ
く
り
」
の
拠

点
と
し
て
、
大
き
な
期
待
が
寄
せ

ら
れ
て
い
ま
す
。

　京
都
新
光
悦
村
の
誘
致
に
関
す

る
最
新
の
情
報
は
京
都
府
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
掲
載
を
さ
れ
て
い
ま

す
。
（
ア
ド
レ
ス
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
http://

w
w
w
.pref.kyoto.jp/shin-

koetsu/index_j.htm
l）

ほ
ん 

あ    

み  

こ
う
え
つ

「
も
の
づ
く
り
の
ま
ち
」南
丹
市

　南
丹
市
に
は
六
十
人
を
超
え
る

南
丹
工
芸
文
化
祭
へ
来
場
い
た
だ
い
た
方
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
書
い
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
一
部
を
紹
介
し
ま
す
。

　
写
真
入
り
で
作
家
紹
介
が
し
て
あ
っ
た
こ
と
で
、
こ
ん
な
に
も
作

家
が
い
る
の
か
と
身
近
に
感
じ
ら
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
十
歳
代
　
女
性
）

　
各
町
で
活
動
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
知
っ
て
い
ま
し
た
が
、
作
品
を

拝
見
し
た
こ
と
が
無
か
っ
た
の
で
、
ま
た
そ
の
地
へ
行
っ
て
み
た
い

気
持
ち
も
し
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
十
歳
代
　
女
性
）

　
工
芸
を
南
丹
市
か
ら
発
信
し
よ
う
と
い
う
思
い
と
、
も
の
づ
く
り

の
楽
し
さ
が
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
　
　
　
（
五
十
歳
代
　
男
性
）

　
子
ど
も
た
ち
は
、
な
か
な
か
大
人
の
作
品
展
に
足
を
運
ぶ
こ
と
が

な
い
の
で
、
自
分
た
ち
の
作
品
を
見
て
、
さ
ら
に
素
晴
ら
し
い
作
品

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
良
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
十
歳
代
　
女
性
）

　
「
僕
も
こ
ん
な
作
品
、
作
っ
て
み
た
い
！
」
と
意
欲
を
見
せ
て
い

ま
し
た
。
よ
い
機
会
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
十
歳
代
　
女
性
）

　
子
ど
も
た
ち
が
普
段
な
か
な
か
知
り
得
な
い
工
芸
文
化
に
触
れ
、

も
の
づ
く
り
へ
の
興
味
が
わ
い
て
い
る
よ
う
に
感
じ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
？
歳
代
　
女
性
）

　
本
物
を
見
る
機
会
が
少
な
い
中
、
近
い
と
こ
ろ
で
開
催
さ
れ
て
い

る
の
で
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
　
　
　
　
（
四
十
歳
代
　
女
性
）

　
教
育
展
な
ら
ば
そ
の
保
護
者
く
ら
い
し
か
訪
れ
な
い
し
、
ま
た
、

工
芸
展
だ
け
な
ら
ば
そ
の
関
係
者
の
方
だ
け
に
限
ら
れ
る
が
、
こ
の

よ
う
な
関
係
に
な
る
こ
と
で
、
互
い
に
参
加
者
が
増
え
て
と
て
も
良

い
こ
と
だ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
十
歳
代
　
男
性
）

　
心
の
荒
廃
が
叫
ば
れ
る
昨
今
、
感
じ
る
こ
と
の
大
切
さ
と
同
時

に
、
プ
ロ
の
作
品
に
ふ
れ
て
い
い
機
会
だ
と
思
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
十
歳
代
　
女
性
）

　
「
も
の
づ
く
り
」
の
意
味
に
つ
な
が
る
の
か
？
根
底
は
そ
う
で
あ

る
が
。
し
か
し
、
子
ど
も
か
ら
プ
ロ
ま
で
の
作
品
が
一
堂
に
あ
る
の

は
お
も
し
ろ
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
十
歳
代
　
男
性
）

　
子
ど
も
た
ち
が
、
こ
の
作
品
展
を
ど
れ
く
ら
い
見
た
か
が
気
に
な

る
と
こ
ろ
。
し
か
し
、
そ
の
卵
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
に
、
明
る

い
希
望
を
も
て
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
十
歳
代
　
男
性
）

　
作
品
同
様
、
鑑
賞
者
が
バ
ラ
バ
ラ
で
、
落
ち
着
い
て
味
わ
う
こ
と

が
で
き
か
ね
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
十
歳
代
　
男
性
）

　
あ
く
ま
で
も
個
人
規
模
の
作
家
が
多
く
、
い
わ
ゆ
る
産
地
と
い
う

形
で
は
な
く
、
も
の
づ
く
り
の
ま
ち
と
は
感
じ
に
く
い
。
た
だ
し
、

こ
れ
か
ら
の
も
の
づ
く
り
と
い
う
点
か
ら
は
、
産
業
と
し
て
の
産
地

で
あ
る
必
要
は
な
い
と
思
う
。
や
る
気
の
あ
る
若
い
人
が
よ
り
多

く
、
自
然
発
生
的
に
集
ま
っ
て
く
れ
ば
、
よ
り
良
く
な
る
で
し
ょ

う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
十
歳
代
　
男
性
）

伝
統
工
芸
の
人
材
育
成
を
担
う

　

̶

京
都
伝
統
工
芸
大
学
校̶

▲園部小学校での南丹パートナースクール

工
芸
作
家
が
、
市
内
で
創
作
活
動

を
営
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
に

は
、
豊
か
な
自
然
に
囲
ま
れ
た
環

境
に
あ
こ
が
れ
て
、
他
の
地
域
か

ら
南
丹
市
に
移
り
住
ん
で
来
ら
れ

た
方
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　ふ
る
さ
と
南
丹
市
の
風
土
や
特

徴
を
生
か
し
、
生
活
や
文
化
に
力

強
く
根
付
い
て
い
る
「
も
の
づ
く

り
」
。
今
回
は
、
「
工
芸
」
の
分

野
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
て
紹
介
し

ま
し
た
が
、
も
の
を
つ
く
る
と
い

う
こ
と
は
、
工
芸
に
限
ら
ず
、
人

の
豊
か
な
暮
ら
し
を
支
え
る
根
幹

で
す
。
土
を
耕
し
、
米
や
野
菜
を

作
る
農
業
、
木
を
植
え
て
守
り
育

て
る
林
業
な
ど
も
ま
た
、
豊
か
な

活
力
に
あ
ふ
れ
る
ま
ち
の
発
展
に

重
要
な
「
も
の
づ
く
り
」
で
す
。

　南
丹
市
で
は
、
各
分
野
に
お
い

て
、
熟
練
し
た
技
を
つ
な
ぐ
「
も

の
づ
く
り
」
の
後
継
者
を
育
て
、

『
森
・
里
・
街
が
き
ら
め
く
ふ
る

さ
と
』
の
実
現
に
向
け
た
「
も
の

づ
く
り
の
ま
ち
」
づ
く
り
に
取
り

組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。


