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経済産業大臣指定

伝統的工芸品

山梨県認定

郷土伝統工芸品

伝統的工芸品とは、下記 5つの項目を全て満たし、伝統的工芸品産

業の振興に関する法律（昭和 49 年法律第 57 号）に基づく経済産

業大臣の指定を受けた工芸品のことをいいます。

• 主として日常生活の用に供されるもの

• その製造過程の主要部分が手工業的

• 伝統的な技術又は技法により製造されるもの

• 伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いら

れ、製造されるもの

• 一定の地域において少なくない数の者がその製造を行い、又は

その製造に従事しているもの

2021 年 1月現在、全国で 236 品目が指定されています。

山梨県では、甲州水晶貴石細工、甲州印伝、甲州手彫印章の 3品目

が、国の伝統的工芸品として指定されています。

山梨県郷土伝統工芸品は、山梨県内で製造されるもので、下記の 4

つの要件に該当するものを「山梨県郷土伝統工芸品認定要綱」（平成

6年 6月 20日制定）に基づき、県知事が認定するものです。

• 主として日常生活の用に供するものであること

• 製造過程の主要部分が手工業的であること

• 伝統的な技術・技法により製造されたものであること（５０年

以上の歴史）

• 伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、

製造されているものであること（５０年以上継続的に使用）

2021 年現在までに、以下の 12品目が認定されています。

（平成 6年 10 月認定）甲州貴石細工、甲州印伝、甲州雨畑硯、甲州

大石紬、甲州手彫印章、甲州武者のぼり・鯉のぼり、西島手漉和紙

（平成 7年 1月認定）親子だるま、甲州鬼瓦

（平成 7年 11月認定）市川大門手漉和紙

（平成 8年 9月認定）山梨貴宝石

（平成１０年８月認定）富士勝山スズ竹細工

　
山
梨
県
で
は
、
現
在
12
品
目
の
伝
統
工
芸
を
山
梨
県
郷
土

伝
統
工
芸
品
と
し
て
認
定
し
て
い
ま
す
。
山
梨
の
伝
統
工

芸
は
、
地
域
の
自
然
資
源
を
素
材
と
し
て
、
そ
の
価
値
を

高
め
る
た
め
に
各
産
地
の
職
人
た
ち
が
手
仕
事
の
技
術
を

磨
く
こ
と
で
つ
く
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
産
品

は
、
伝
統
的
な
素
材
や
技
法
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
、
時
代
に

応
じ
て
新
し
い
技
術
や
ア
イ
デ
ア
、
デ
ザ
イ
ン
等
を
取
り

入
れ
る
こ
と
で
、
現
代
の
生
活
の
な
か
に
も
価
値
を
提
供

し
続
け
て
い
ま
す
。
本
冊
子
で
は
、
各
産
品
の
歴
史
や
技

術
、
工
程
を
ま
と
め
る
と
と
も
に
、
令
和
2
年
現
在
つ
く

ら
れ
て
い
る
製
品
や
新
し
い
取
組
み
に
つ
い
て
、
取
材
し

た
内
容
を
掲
載
し
ま
し
た
。

　

伝
統
工
芸
品
の
産
地
で
は
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化

に
よ
る
需
要
減
少
や
後
継
者
不
足
、
原
料
素
材
の
不
足
な

ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
が
あ
り
ま
す
が
、
一
方
で
、
大
量

生
産
・
大
量
消
費
型
の
経
済
シ
ス
テ
ム
が
限
界
を
迎
え
、

地
域
固
有
の
素
材
や
手
仕
事
の
価
値
が
見
直
さ
れ
つ
つ
あ

り
ま
す
。
環
境
に
配
慮
し
た
持
続
可
能
性
が
大
き
な
テ
ー

マ
と
な
っ
て
い
る
い
ま
、
山
梨
の
地
域
で
50
年
以
上
続
け

ら
れ
て
い
る
工
芸
品
の
素
材
や
手
仕
事
の
技
術
を
あ
ら
た

め
て
知
る
こ
と
が
、
新
し
い
未
来
に
向
け
た
も
の
づ
く
り

の
可
能
性
を
広
げ
る
一
助
と
な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

伝統マーク



5 4

K
O
SH
U
SU
ISH
O
K
ISEK

I
ZA
IK
U
―
C
rystalC

arvin
g

約
千
年
前
、
甲
府
市
の
北
部
に
位
置
す
る
御
岳
昇

仙
峡
の
奥
地
、
金
峰
山
で
水
晶
の
原
石
が
発
見
さ
れ

た
こ
と
が
起
源
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
現
在
に
つ

づ
く
技
術
の
は
じ
ま
り
は
江
戸
時
代
。
鉄
板
の
上
に

金
剛
砂
を
ま
い
て
水
晶
を
磨
く
方
法
は
、
京
都
と
甲

府
を
行
き
来
し
て
い
た
玉
屋
弥
助
に
よ
っ
て
伝
え
ら

れ
た
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
後
、
甲
州
研
磨
と
し
て

定
着
、
江
戸
時
代
末
期
に
は
地
場
産
業
の
基
盤
を
築

き
ま
し
た
。
記
録
に
よ
れ
ば
安
政
年
間
の
土
屋
家
（
現

土
屋
華
章
製
作
所
）
の
「
萬
注
文
帳
」
に
水
晶
や
ひ

す
い
を
使
っ
た
数
珠
や
帯
留
、
根
付
な
ど
の
注
文
が

あ
り
、
産
地
と
し
て
確
立
し
て
い
た
こ
と
が
伺
え
ま

す
。
１
８
７
６
年
（
明
治
９
年
）
に
は
、
県
令
藤
村

紫
朗
が
甲
府
城
内
の
勧
業
試
験
場
に
水
晶
加
工
場
を

設
置
し
、
清
国
に
技
術
講
習
生
を
送
る
な
ど
、
明
治

期
に
技
術
者
の
育
成
が
盛
ん
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
山

梨
で
の
水
晶
の
採
掘
は
明
治
二
〇
年
〜
三
〇
年
に
か

け
て
最
盛
期
を
迎
え
、
根
付
、
か
ん
ざ
し
、
帯
留
め

等
の
需
要
が
高
ま
り
ま
し
た
が
、
明
治
末
期
に
は
山

梨
の
水
晶
資
源
は
枯
渇
し
材
料
不
足
に
陥
り
ま
す
。

大
正
に
入
っ
て
か
ら
、
ブ
ラ
ジ
ル
産
水
晶
の
輸
入
が

始
ま
り
、
瑪
瑙
、
虎
目
石
な
ど
も
輸
入
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
と
並
行
し
て
、
設
備
の
電
化

に
よ
っ
て
生
産
効
率
が
上
が
り
、
よ
り
精
密
で
高
度

な
技
術
が
確
立
さ
れ
、
美
術
工
芸
品
や
装
身
具
の
生

産
が
発
展
し
ま
し
た
。
大
正
期
に
は
米
国
や
欧
州
へ

の
装
身
具
の
輸
出
が
始
ま
り
ま
し
た
が
、
昭
和
に
入

り
、
戦
時
体
制
へ
と
移
行
す
る
な
か
で
水
晶
研
磨
技

術
は
発
振
子
、
光
学
レ
ン
ズ
な
ど
の
軍
事
需
要
に
転

換
さ
れ
ま
し
た
。

水
晶
加
工
の
工
場
は
ほ
と
ん
ど
が
甲
府
市
に
あ
り
、

戦
災
に
よ
り
大
き
な
被
害
を
う
け
ま
し
た
が
、
戦
後

は
装
身
具
や
美
術
工
芸
品
の
生
産
が
復
活
し
、
輸
出

が
急
増
、
生
産
さ
れ
る
製
品
の
８
割
が
海
外
向
け
と

い
う
好
況
と
な
り
ま
し
た
。
昭
和
50
年
の
ド
ル
シ
ョ
ッ

ク
を
境
に
輸
出
は
大
き
く
減
少
し
、
以
降
は
主
に
国

内
に
向
け
て
、
美
術
工
芸
品
及
び
高
級
装
身
具
と
し

て
質
の
高
い
製
品
が
生
産
さ
れ
て
い
ま
す
。
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石
取
り
・
切
断

絵
付
け

切
込
み
・
欠
き
込
み

荒
摺
り
・
中
摺
り
（
三
番
摺
り
・
四
番
摺
り
）

仕
上
げ
摺
り

磨
き
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■産地組合

山梨県水晶美術彫刻協同組合

https://suishou.jp

〒 406-0032　山梨県笛吹市石和町四日市場 1569

TEL：055-263-6951　FAX：055-263-7235

　

甲
州
水
晶
貴
石
細
工
の
特
徴
は
、
自
然
が
生
ん
だ

天
然
貴
石
の
特
徴
を
生
か
し
、
石
に
あ
わ
せ
た
彫
刻

を
生
み
出
す
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
天
然
石
は
形
状

だ
け
で
な
く
、
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
と
呼
ば
れ
る
包

含
物
な
ど
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
石
で
全
く
異
な
る
特

徴
が
あ
り
、
こ
れ
ら
を
見
極
め
て
そ
の
味
わ
い
を

い
か
し
な
が
ら
、
作
り
手
の
感
性
を
加
え
て
造
形
が

仕
上
げ
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
仏
像
や
七
福
神
、
干
支

の
置
物
な
ど
、
伝
統
的
な
モ
チ
ー
フ
の
作
品
だ
け
で

な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
人
が
、
石
か
ら
自
由
に
発
想

し
た
新
し
い
彫
刻
に
挑
戦
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
水

晶
彫
刻
の
伝
統
技
術
で
あ
る
イ
ン
タ
リ
オ
等
を
活
用

し
た
ジ
ュ
エ
リ
ー
製
品
も
近
年
人
気
を
集
め
て
お
り
、

ジ
ュ
エ
リ
ー
産
地
山
梨
の
魅
力
を
大
き
く
高
め
て
い

ま
す
。
山
梨
県
水
晶
美
術
彫
刻
協
同
組
合
で
は
、
毎

年
「
水
晶
彫
刻
新
作
展
」
を
開
催
し
、
２
０
２
０
年

に
は
第
６
０
回
を
迎
え
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ

る
オ
ン
ラ
イ
ン
投
票
等
の
新
し
い
試
み
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
ま
た
、
２
０
１
１
年
か
ら
は
「
若
手
作
品
展
」

を
開
催
し
、
若
い
世
代
の
職
人
達
に
よ
る
新
し
い
感

性
で
作
ら
れ
た
作
品
が
注
目
を
集
め
て
い
ま
す
。
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甲
州
印
伝
は
、
鹿
革
に
漆
で
柄
を
の
せ
た
も
の
が

特
徴
で
、
こ
の
革
を
使
っ
て
様
々
な
製
品
が
作
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

日
本
の
革
工
芸
の
歴
史
は
古
く
、
「
日
本
書
紀
」
に

よ
れ
ば
、
4
世
紀
頃
に
百
済
か
ら
工
人
が
渡
来
し
、

革
を
裁
断
す
る
技
術
を
伝
え
た
と
あ
り
ま
す
。
東
大

寺
・
正
倉
院
の
宝
物
の
中
に
は
、
革
箱
、
履
、
馬
具

等
に
鹿
革
等
の
皮
革
が
用
い
ら
れ
た
工
芸
品
が
み
ら

れ
、
奈
良
時
代
に
は
さ
ま
ざ
ま
に
利
用
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。
革
を
染
め
る
、
模
様
を
描
く
、

な
ど
時
代
と
と
も
に
多
様
な
技
法
が
考
案
さ
れ
て
き

ま
し
た
。
印
伝
に
用
い
ら
れ
て
い
る
鹿
革
は
、
体
に

な
じ
む
柔
ら
か
さ
と
強
度
を
備
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、

武
具
に
も
盛
ん
に
使
わ
れ
て
お
り
、
戦
国
時
代
に
は

燻
べ
（
ふ
す
べ
）
技
法
や
更
紗
技
法
を
用
い
た
鎧
や

兜
が
、
武
将
た
ち
の
勇
士
を
飾
っ
て
き
ま
し
た
。

　

鹿
革
の
加
工
品
が
、
印
伝
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
時
期
は
定
か
で
な
く
、
17
世
紀
頃
来
航
し
た
外
国

人
に
よ
り
イ
ン
ド
装
飾
革
が
幕
府
に
献
上
さ
れ
た
際

に
名
づ
け
ら
れ
た
「
イ
ン
デ
ヤ
革
」
が
変
化
し
た
と

も
、「
印
度
伝
来
」
に
由
来
す
る
、
と
も
諸
説
あ
り
ま
す
。

江
戸
時
代
に
人
気
を
博
し
た
滑
稽
本
、
十
返
舎
一
九

の
「
東
海
道
中
膝
栗
毛
」
の
な
か
に
「
印
伝
」
の
記

述
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
江
戸
時
代
に
は
広
く
印
伝
の

名
が
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。
甲
州

印
伝
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
江
戸
後
期

1
8
5
4

年

（
嘉
永
七
年
）
刊
行
の
「
甲
府
買
物
獨
案
内
」
に
印
伝

の
細
工
所
3
軒
の
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
江
戸
末

期
に
は
産
地
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

明
治
期
に
な
る
と
、
信
玄
袋
や
合
切
袋
等
が
内
国

勧
業
博
覧
会
に
お
い
て
褒
章
を
得
る
な
ど
、
山
梨
の

特
産
品
と
し
て
確
固
た
る
地
位
を
築
き
ま
し
た
。
太

平
洋
戦
争
期
に
は
皮
革
統
制
令
に
よ
り
一
時
印
伝
の

製
造
を
中
止
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
甲
府
空
襲
等

の
大
き
な
逆
風
も
あ
り
ま
し
た
が
、
戦
後
は
力
強
く

復
活
を
遂
げ
、
甲
州
印
伝
は
山
梨
を
代
表
す
る
工
芸

品
と
し
て
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
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白
革
を
太
鼓
と
呼
ば
れ
る
筒
に
貼
り
、
藁
を
燃
や

し
た
煙
を
当
て
て
、
革
を
燻
し
黄
褐
色
に
染
め
る
伝

統
的
技
法
で
す
。
燻
す
材
料
・
時
間
・
回
数
に
よ
り

仕
上
が
り
の
色
が
変
化
し
ま
す
。
糸
を
使
っ
た
防
染

に
よ
っ
て
縞
や
交
叉
縞
を
、
そ
の
他
の
模
様
は
型
紙

と
の
り
を
使
っ
た
防
染
に
よ
り
施
さ
れ
ま
す
。
稲
藁

は
日
本
の
身
近
な
材
料
で
あ
り
、
奈
良
時
代
に
は
革

を
燻
べ
る
技
法
が
確
立
さ
れ
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
戦
国
時
代
の
宣
教
師
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
の

著
作
に
も
西
洋
の
革
の
染
色
と
比
較
し
て
、
日
本
の

燻
革
の
技
法
の
巧
み
さ
に
つ
い
て
の
記
述
が
見
ら
れ

ま
す
。

染
色
　
柔
ら
か
く
鞣
さ
れ
た
白
い
鹿
革
を
浸
染
す
る
。

裁
断　

鹿
革
特
有
の
角
ズ
レ
等
に
よ
る
キ
ズ
の
大
き

い
部
分
を
避
け
、
荒
断
ち
す
る
。

柄
付
け
（
漆
付
け
・
更
紗
・
ふ
す
べ
）

縫
製
・
仕
上
げ　

型
紙
に
合
わ
せ
て
裁
断
し
た
後
、

丁
寧
に
縫
製
す
る
。

印
伝
の
最
も
代
表
的
な
技
法
で
す
。
古
く
は
耐
久
性

を
高
め
る
た
め
に
鹿
革
の
全
面
に
漆
を
塗
っ
た
技
法

か
ら
始
ま
っ
た
と
さ
れ
、
型
紙
を
用
い
て
柄
を
の
せ

る
こ
と
で
装
飾
性
が
高
ま
り
ま
し
た
。

　

染
め
上
げ
た
鹿
革
の
上
に
型
紙
を
お
き
、
そ
の
上

か
ら
ヘ
ラ
に
取
っ
た
漆
を
刷
り
込
ん
で
い
き
ま
す
。

均
一
に
漆
を
の
せ
る
に
は
熟
練
の
技
術
を
要
し
ま
す
。

型
紙
か
ら
革
を
は
が
す
と
、
鹿
革
に
美
し
い
文
様
が

浮
か
び
上
が
り
ま
す
。
漆
は
、
黒
、
朱
、
白
色
を
主

に
使
い
ま
す
。
数
日
間
か
け
て
ム
ロ
（
漆
を
乾
か
す

部
屋
）
で
乾
燥
さ
せ
る
と
、
硬
質
な
輝
き
の
漆
柄
が

仕
上
が
り
ま
す
。
つ
や
や
か
な
漆
の
盛
り
上
が
っ
た

感
触
も
印
伝
の
魅
力
の
一
つ
で
す
。
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■産地組合

甲府印伝商工業協同組合

〒 400-0811　山梨県甲府市川田町アリア 201

TEL：055-220-1660　FAX：055-220-1666

　

甲
州
印
伝
は
、
1
9
8
7

年
（
昭
和
62
年
）
に
国

の
伝
統
的
工
芸
品
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
印
伝
の
製

品
は
伝
統
的
な
巾
着
袋
や
和
装
小
物
か
ら
、
洋
装
化

に
合
わ
せ
て
ハ
ン
ド
バ
ッ
グ
や
ポ
ー
チ
等
の
多
様
な

製
品
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
模
様
に
つ

い
て
も
、
伝
統
の
小
紋
柄
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
、
現
代

的
な
デ
ザ
イ
ン
も
さ
ま
ざ
ま
に
考
案
さ
れ
、
近
年
は

国
内
の
人
気
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
や
ア
ニ
メ
と
の
コ
ラ
ボ

レ
ー
シ
ョ
ン
等
、
印
伝
を
広
く
新
し
い
世
代
に
伝
え

る
た
め
の
取
組
み
も
積
極
的
に
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

山
梨
県
で
は
、
平
成
26
年
か
ら
、
深
刻
化
す
る
獣
害

対
策
と
し
て
県
内
で
捕
獲
さ
れ
た
ニ
ホ
ン
ジ
カ
の
皮

を
環
境
へ
の
負
荷
が
少
な
い
方
法
で
鞣
し
、
印
伝
に

活
用
す
る
研
究
が
行
わ
れ
、
研
究
成
果
を
活
用
し
た

新
ブ
ラ
ン
ド
「
U
R
U
S
H
I
N
A
S
H
I
K
A
」

が
立
ち
上
が
る
等
、
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
に
対
応
し

た
開
発
も
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
国
内
に
と
ど
ま
ら
ず
、
海
外
の
ハ
イ
フ
ァ
ッ

シ
ョ
ン
ブ
ラ
ン
ド
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
や
、
米

国
を
は
じ
め
と
す
る
海
外
で
の
販
売
も
進
め
ら
れ
て

お
り
、
世
界
に
向
け
て
印
伝
の
魅
力
が
発
信
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

印
伝
の
「
更
紗
」
の
技
法
名
は
、
印
度
伝
来
の
更

紗
模
様
に
似
て
い
る
こ
と
が
そ
の
名
の
由
来
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。

　

模
様
の
色
ご
と
に
型
紙
を
変
え
て
、
1
色
ず
つ
型

染
め
す
る
技
法
で
す
。
漆
で
は
な
く
顔
料
を
使
用
す

る
こ
と
で
、
鮮
や
か
な
多
色
の
調
和
す
る
模
様
が
表

現
さ
れ
ま
す
。
色
の
配
合
や
、
型
紙
が
ズ
レ
な
く
均

一
に
色
を
の
せ
る
た
め
に
は
高
い
技
術
が
必
要
と
さ

れ
、
ま
た
1
色
ご
と
に
乾
燥
し
て
多
色
を
重
ね
る
た

め
に
時
間
を
要
し
ま
す
。
更
紗
の
上
に
更
に
漆
の
模

様
が
置
か
れ
て
製
品
と
な
り
ま
す
。
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K
O
SH
U
 T
EB
O
R
I IN
SH
O
 ―
 H
an
d-carved Seals

　　

印
章
の
ル
ー
ツ
は
、
紀
元
前

5
0
0
0

年
頃
、
古

代
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
文
明
が
起
源
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

日
本
に
は
中
国
か
ら
伝
わ
り
、
奈
良
時
代
に
律
令
制

が
整
っ
た
頃
か
ら
本
格
的
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
山
梨
県
で
印
章
業
が
栄
え
た
ル
ー
ツ
は
、

地
元
に
水
晶
が
産
出
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
水
晶
印

の
篆
刻
か
ら
広
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

1
8
5
4
（
嘉
永
七
）
年
刊
「
甲
府
買
物
獨

ひ
と
り
あ
ん
な
い

案
内
」
に
は
、

甲
府
市
内
に
御
印
版
を
扱
う
版
木
師
の
存
在
を
示
す

記
載
が
あ
り
、
当
時
既
に
職
人
が
存
在
し
、
印
章
の

商
売
を
営
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
同
じ
時

期
の
別
の
文
献
に
は
、
極
上
草
入
六
角
（
草
等
が
混

入
し
た
水
晶
で
印
材
と
し
て
珍
重
さ
れ
た
）
や
水
牛

の
印
材
の
注
文
記
載
が
あ
り
、
各
種
印
材
に
よ
る
印
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印
面
調
整

印
面
の
凸
凹
を
や
す
り
で
摺
り
平
ら
に
す
る
。

印
稿

文
字
・
書
体
を
選
定
し
完
成
時
の
文
字
を
紙
に
書
く
。

字
割
り

彫
刻
文
字
の
配
置
・
配
分
を
し
、
区
画
線
を
ひ
く
。

字
入
れ

印
稿
の
文
字
を
見
な
が
ら
印
面
に
直
接
、
左
文
字
（
逆

文
字
）
を
書
く
。
印
面
を
鏡
に
照
ら
し
合
わ
せ
な
が

ら
朱
墨
と
墨
を
交
互
に
使
い
修
正
を
重
ね
る
。

荒
彫

親
指
ま
た
は
台
木
を
テ
コ
と
し
て
起
底
刀
（
き
て
い

と
う
）
で
彫
る
。

印
面
調
整

印
面
に
生
じ
た
ケ
バ
等
を
取
り
除
き
平
ら
に
す
る
。

仕
上
げ

印
面
に
墨
ま
た
は
朱
墨
を
塗
り
、
判
差
刀
（
は
ん
さ

し
と
う
）
で
文
字
を
整
え
る
。

補
刀

印
箋
に
押
印
し
、
印
影
が
良
く
な
る
よ
う
補
刀
し
て

修
正
す
る
。

章
が
甲
府
市
内
で
つ
く
ら
れ
て
い
た
と
判
断
で
き
ま

す
。

　

１
８
７
３
（
明
治
六
）
年
太
政
官
布
告
に
よ
り
、

一
般
市
民
の
間
に
急
速
な
印
章
需
要
が
起
こ
っ
た
こ

と
な
ど
か
ら
、 

山
梨
県
独
特
な
産
地
形
態
が
形
成
さ

れ
ま
し
た
。
出
張
販
売
、
通
信
販
売
等
で
市
場
を
拡

大
し
、
特
に
六
郷
町
（
現
・
市
川
三
郷
町 

六
郷
地
区
）

に
は
、
全
国
を
行
商
し
て
販
路
を
開
拓
す
る
企
業
が

多
く
あ
り
、
こ
の
地
域
か
ら
多
く
の
印
章
職
人
を
輩

出
し
て
「
ハ
ン
コ
の
里
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

印
章
資
料
館
（
市
川
三
郷
地
場
産
業
会
館
内
）
に
は
、

明
治
時
代
初
期
か
ら
の
印
章
彫
刻
に
使
用
し
た
道
具

類
、
大
正
〜
昭
和
初
期
の
印
章
販
売
に
関
す
る
注
文

書
・
カ
タ
ロ
グ
、
先
人
や
現
代
作
家
の
作
品
等
、
山

梨
の
印
章
の
歩
み
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
資

料
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

甲
州
手
彫
印
章
の
職
人
は
、
伝
統
の
印
章
彫
刻
技

術
を
守
る
だ
け
で
な
く
、
長
い
文
字
の
歴
史
か
ら
字

源
や
字
体
を
学
び
、
日
々
新
し
い
印
章
づ
く
り
に
研

鑽
を
続
け
て
い
ま
す
。
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■産地組合

山梨県印章店協同組合・山梨県印章業組合連合会

〒 406-0032　山梨県笛吹市石和町四日市場 1569 やまなし伝統工芸館内

TEL：055-263-7240　FAX：055-263-7240

　

デ
ジ
タ
ル
化
の
流
れ
の
な
か
で
、
印
章
が
担
っ
て

き
た
実
用
品
と
し
て
の
需
要
は
減
少
し
つ
つ
あ
り
ま

す
が
、
一
方
で
、
職
人
の
手
で
、
熟
練
の
技
術
で
時

間
を
か
け
て
作
ら
れ
た
自
分
だ
け
の
オ
ー
ダ
ー
品
が

見
直
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
ま
た
海
外
か
ら
は
日
本
独
自

の
文
化
と
し
て
印
章
が
改
め
て
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

印
章
の
職
人
た
ち
は
、
唯
一
無
二
の
手
彫
り
な
ら
で

は
の
印
章
の
美
し
さ
を
楽
し
ん
で
も
ら
い
た
い
と
、

新
し
い
ブ
ラ
ン
ド
や
商
品
の
開
発
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。
伝
統
工
芸
士
で
あ
る
望
月
煌
雅
さ
ん
は
、
「
こ

ら
ぼ
り
」
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
立
ち
上
げ
、
全

国
の
漆
塗
り
や
金
沢
箔
と
い
っ
た
異
分
野
・
他
産
地

の
伝
統
工
芸
品
な
ど
と
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
た
印

章
を
開
発
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
名
刺
に
押
し
て
楽

し
む
た
め
の
小
さ
い
サ
イ
ズ
の
名
刺
印
な
ど
、
新
し

い
用
途
提
案
も
積
極
的
に
行
っ
て
い
ま
す
。

　

山
梨
県
印
章
店
協
同
組
合
で
は
、
伝
統
的
工
芸
品

指
定
外
の
新
し
い
素
材
や
道
具
の
発
達
に
対
応
し
つ

つ
、
制
作
者
が
分
か
る
手
彫
り
証
明
書
を
発
行
す
る

新
ブ
ラ
ン
ド
「
伝
匠
印
」
を
令
和
２
年
に
立
ち
上
げ
、

工
芸
品
と
し
て
の
印
章
を
よ
り
多
く
の
人
に
届
け
ら

れ
る
よ
う
取
り
組
み
を
進
め
て
い
ま
す
。
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K
O
SH
U
 A
M
EH
A
TA
 SU
Z
U
R
I ―
 In
kston

es

　　

今
か
ら
７
０
０
有
余
年
前
す
で
に
、
雨
畑
の
硯
が

京
都
御
所
に
献
上
さ
れ
た
と
の
言
い
伝
え
が
あ
り
ま

す
が
、 

現
在
で
は
、
１
６
９
０
（
元
禄
三
）
年
、
雨
宮

孫
右
衛
門
が
身
延
山
参
詣
の
途
中
、
富
士
川
支
流
の

早
川
河
原
に
て
黒
一
色
の
流
石
を
拾
い
、
こ
れ
を
硯

に
し
た
こ
と
が
始
ま
り
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

以
来
、
硯
づ
く
り
の
研
究
を
重
ね
、
1
7
8
4
（
天

明
四
）
年
、
将
軍
一
橋
公
に
献
上
し
た
こ
と
か
ら
そ

の
名
が
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

中
国
硯
に
も
勝
る
良
石
と
し
て
古
来
か
ら
そ
の
石
質

が
高
く
評
価
さ
れ
代
々
数
多
く
の
硯
工
を
輩
出
し
、

現
在
ま
で
そ
の
高
い
品
質
・
技
術
が
伝
承
さ
れ
、
つ

く
り
つ
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
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石
取
り
・
原
石
切
断
・
石
造
り

石
ご
し
ら
え

切
断
さ
れ
た
石
の
表
裏
を
鏨
（
た
が
ね
）
を
使
っ
て

平
ら
に
す
る
。
平
ら
に
な
っ
た
材
石
を
正
確
な
寸
法

に
整
え
る
。

原
石
ケ
ガ
キ

材
石
の
内
側
に
、
輪
郭
を
つ
け
る
。

縁
立
て

輪
郭
に
そ
っ
て
、
ふ
ち
の
内
側
を
の
み
で
削
る
。

荒
彫
り

様
々
な
種
類
の
の
み
を
つ
か
っ
て
、
硯
の
う
み
（
墨

池
）
、
お
か
（
墨
道
）
と
な
る
部
分
を
つ
く
る
。

仕
上
げ
彫
り

硯
の
細
部
や
彫
刻
を
丁
寧
に
彫
り
、
仕
上
げ
て
い
く
。

荒
磨
き
・
中
磨
き
・
仕
上
げ
磨
き

荒
目
（
大
村
砥
）
中
目
（
上
野
砥
）
細
目
（
対
馬
砥
）

耐
水
ペ
ー
パ
ー
な
ど
を
使
っ
て
磨
く
。

仕
上
げ

墨
液
を
全
体
に
、
漆
を
縁
と
外
側
に
う
す
く
塗
布
し

て
仕
上
げ
る
。

　

雨
畑
硯
の
原
材
料
と
な
る
黒
色
緻
密
な
粘
板
岩
は
、

水
持
ち
が
よ
く
、
硯
と
し
て
最
適
な
石
質
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
鋒
鋩
（
ほ
う
ぼ
う
）
と
呼
ば
れ
る
石
の

粒
子
に
よ
る
凹
凸
が
細
か
く
あ
る
た
め
、
墨
お
り
が

良
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
良
質
な
硯
を
求
め
て
、

雨
畑
硯
の
各
工
房
に
は
、
全
国
か
ら
書
家
や
書
の
愛

好
家
た
ち
が
直
接
訪
れ
る
こ
と
も
多
く
、
そ
の
名
を

知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
雨
畑
硯
は
道
具
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
工

芸
品
と
し
て
の
高
い
芸
術
性
も
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。

山
梨
ら
し
い
富
士
山
や
ぶ
ど
う
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た

彫
刻
か
ら
、
現
代
的
な
造
形
ま
で
、
漆
黒
の
石
に
よ

る
幅
広
い
造
形
表
現
が
生
み
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
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■産地組合

甲州雨畑硯製造加工業組合

〒 400-0601　南巨摩富士川町鰍沢 5132

TEL：0556-27-0209　FAX： 0556-27-0061

　

産
地
組
合
代
表
で
あ
り
、
厚
生
労
働
大
臣
に
よ
っ

て
表
彰
さ
れ
た
卓
越
し
た
技
能
者
「
現
代
の
名
工
」

で
あ
る
峯
硯
堂
本
舗 

代
表
の
雨
宮
正
美
さ
ん
は
、
地

域
の
小
中
学
生
、
高
校
生
の
見
学
や
体
験
教
室
も
数

多
く
受
け
入
れ
て
い
ま
す
。
学
校
で
書
道
を
学
ぶ
時

間
が
少
な
く
な
り
、
墨
汁
や
樹
脂
製
の
硯
を
使
う

学
校
が
多
く
な
っ
た
こ
と
で
、
墨
を
磨
る
体
験
を
し

た
こ
と
が
な
い
、
硯
に
触
れ
た
こ
と
が
な
い
子
供
た

ち
が
増
え
て
い
る
そ
う
で
す
。
地
元
で
育
つ
子
供
た

ち
に
は
、
硯
で
墨
を
磨
り
筆
で
文
字
を
書
く
文
化
や
、

手
作
り
の
も
の
づ
く
り
の
良
さ
を
伝
え
残
し
た
い
と

い
う
思
い
か
ら
、
体
験
の
場
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。

体
験
を
き
っ
か
け
に
硯
に
興
味
を
持
ち
、
個
人
的
に

訪
ね
て
く
る
若
い
世
代
も
い
る
そ
う
で
す
。
現
在
、

雨
畑
硯
の
職
人
は
少
な
く
な
り
、
ま
た
良
質
な
原
石

も
希
少
な
も
の
と
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
雨
宮
さ
ん

は
、
数
を
多
く
つ
く
る
こ
と
で
は
な
く
、
雨
畑
硯
の

高
い
品
質
を
理
解
し
て
求
め
る
人
の
た
め
に
、
少
量

で
も
ひ
と
つ
ひ
と
つ
良
い
も
の
を
作
っ
て
届
け
て
い

く
こ
と
、
ま
た
自
身
の
納
得
で
き
る
造
形
作
品
と
し

て
の
硯
づ
く
り
に
、
時
間
を
か
け
て
取
り
組
ん
で
い

き
た
い
と
言
い
ま
す
。


