
　

日
本
三
大
漆
器
の
一
つ
で
あ
る
紀

州
漆
器
。僧
侶
た
ち
が
寺
で
使
用
す

る
膳
や
椀
な
ど
の
根
来
塗
が
大
き
な

影
響
を
与
え
た
と
い
わ
れ
、江
戸
時

代
以
降
は
庶
民
の
日
用
品
と
し
て
親

し
ま
れ
て
き
た
。

　
「
長
く
使
う
こ
と
で
、表
面
の
朱
塗

り
の
所
々
か
ら
下
塗
り
の
黒
漆
が
現

れ
、そ
れ
が
朱
と
黒
の
文
様
と
な
る
な

ど
、こ
の
製
造
工
程
な
ら
で
は
の
趣
が

感
じ
ら
れ
ま
す
。段
々
し
っ
と
り
と
し

た
感
触
に
な
っ
て
い
く
の
も
魅
力
で

す
」と
語
る
の
は
田
倉
漆
芸
代
表
取

締
役
の
田
倉
裕
璽
さ
ん
。ま
た
、「
漆

器
に
絵
を
つ
け
た
り
、加
飾
と
し
て
糸

を
貼
り
付
け
た
り
し
て
、現
代
の
嗜

好
に
添
う
よ
う
に
し
て
い
ま
す
」と
語

り
、技
術
を
継
承
し
な
が
ら
も
他
に
は

な
い
モ
ノ
を
作
り
続
け
て
い
る
。

　

万
博
で
は
高
さ
４
m
の
映
像
タ
ワ
ー

〝
ト
ー
テ
ム
〞の
筐
き
ょ
う
た
い体
を
漆
器
で
培
っ

た
吹
き
付
け
塗
装
の
技
術
で
仕
上
げ

て
い
る
。「
こ
こ
ま
で
大
き
い
も
の
を

ム
ラ
無
く
塗
り
、均
一
に
乾
燥
さ
せ
る

こ
と
は
非
常
に
難
し
か
っ
た
で
す
。厚

く
塗
ら
な
い
こ
と
で
透
明
が
か
っ
た

朱
色
に
見
え
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

万
博
を
訪
れ
た
国
内
外
の
多
く
の
方

に
紀
州
漆
器
の
魅
力
を
知
っ
て
も
ら

い
た
い
で
す
」。

　
「
15
年
前
、視
覚
に
障
害
が
あ
る

方
に
も
博
物
館
を
訪
れ
、文
化
財
を

手
に
取
っ
て
感
じ
て
も
ら
い
た
い
と

新
た
な
試
み
を
始
め
ま
し
た
。県
立

和
歌
山
工
業
高
等
学
校
の
協
力
の
も

と
、3D
プ
リ
ン
タ
ー
を
用
い
て
文
化

財
の
造
形
を
行
っ
た
後
、和
歌
山
大

学
の
学
生
さ
ん
に
着
色
を
手
伝
っ
て

も
ら
い
生
ま
れ
た
の
が〝
さ
わ
れ
る

レ
プ
リ
カ
〞で
す
」と
説
明
し
て
く
れ

た
の
は
、和
歌
山
県
立
博
物
館
の
学

芸
課
長
、坂
本
亮
太
さ
ん
。ち
ょ
う

ど
そ
の
頃
、県
内
各
地
の
集
落
で
、無

人
の
寺
社
や
祠
に
安
置
さ
れ
て
い
た

仏
像
の
盗
難
被
害
が
多
発
。幾
世
代

に
も
わ
た
り
祈
り
を
捧
げ
て
き
た
住

民
が
不
安
に
思
い
、博
物
館
で
の
保

管
を
依
頼
。と
は
い
え
、地
元
に
何
も

な
い
の
も
寂
し
い
。そ
れ
な
ら
ば
と
、

2
0
1
2
年
以
降
、実
物
は
博
物
館

で
安
全
に
保
管
し
、複
製
し
た
さ
わ

れ
る
レ
プ
リ
カ
を〝
お
身
代
わ
り
仏

像
〞と
し
て
地
域
に
奉
納
す
る
こ
と

で
、文
化
財
保
護
と
信
仰
の
継
承
の

両
立
を
目
指
し
た
の
だ
と
い
う
。

「
博
物
館
だ
け
で
な
く
、地
域
、学

校
な
ど
人
々
の
思
い
が
重
な
り
合
っ
て

生
ま
れ
た
お
身
代
わ
り
仏
像
。万
博
で

は
そ
れ
ら
を
展
示
す
る
の
で
、実
際
に

ふ
れ
て
感
じ
て
み
て
く
だ
さ
い
」。

　

組
子
細
工
と
は
、釘
を
使
わ
ず
、細

か
く
割
っ
た
木
を
手
作
業
で
組
み
立

て
、幾
何
学
紋
様
を
編
み
出
す
日
本

独
自
の
装
飾
技
法
の
こ
と
で
、民
家
の

建
具
な
ど
に
使
わ
れ
て
き
た
。江
戸

時
代
、高
野
山
の
寺
院
復
興
の
た
め

に
組
子
職
人
が
京
都
か
ら
招
か
れ
た

こ
と
か
ら
、高
野
山
麓
で
高
野
六
木

を
使
っ
た〝
紀
州
高
野
組
子
細
工
〞が

育
ま
れ
た
と
い
う
。

　
「
父
の
後
を
継
い
で
か
ら
は
、伝
統

文
化
を
継
承
し
て
い
く
た
め
技
術

を
磨
い
て
き
ま
し
た
」と
語
る
の
は
、

池
田
清
吉
建
具
の
2
代
目
池
田
秀
孝

（
号
・
秀
峯
）さ
ん
。時
代
を
超
え
て
、

紀
州
高
野
組
子
細
工
を
美
術
品
と

し
て
価
値
を
高
め
る
た
め
、三
本
の

木
材
を
組
み
合
わ
せ
て
正
三
角
形
を

作
る
技
法
や
幾
何
学
紋
様
だ
け
で
な

く
、風
景
や
文
字
な
ど
も
描
く
独
自

の
技
法
を
編
み
出
し
、発
展
さ
せ
て

き
た
。ど
の
作
品
も
緻
密
で
あ
る
が
、

驚
く
事
に
思
い
描
い
た
構
図
を
下
絵

す
る
こ
と
な
く
組
み
立
て
て
い
る
と

い
う
。「
最
近
は
、木
地
の
着
色
に
も

挑
戦
し
て
い
ま
す
。万
博
で
は
展
示

什
器
の
装
飾
を
行
い
ま
し
た
。紀
州

高
野
組
子
細
工
で
今
ま
で
に
な
い
宇

宙
感
を
表
現
で
き
れ
ば
」と
池
田
さ

ん
は
挑
戦
を
続
け
て
い
る
。
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和
歌
山
県
に
現
存
す
る
最
古
の
寺

院
と
い
わ
れ
る
道
成
寺
。道
成
寺
の
代

名
詞
と
も
い
え
る
の
が
、安
珍
清
姫
の

悲
恋
物
語
の
絵
と
き
説
法
だ
。驚
く

こ
と
に
5
0
0
年
前
か
ら
途
切
れ
る

こ
と
な
く
続
け
ら
れ
、今
で
は
年
間

2
0
0
0
回
以
上
も
行
わ
れ
て
い
る
。

「
文
字
が
読
め
な
い
時
代
に
、物
語

を
伝
え
る
ツ
ー
ル
だ
っ
た
絵
巻
物
。長

年
使
わ
れ
引
退
し
た
絵
巻
の
写
本
が

８
組
も
あ
り
、当
寺
の
大
黒
柱
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。テ
レ
ビ
な
ど
が
な
い

時
代
、人
々
に
と
っ
て
絵
と
き
説
法
は

最
高
の
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
だ
っ

た
の
で
し
ょ
う
。奈
良
や
京
都
の
都
か

ら
、牟
婁
の
湯（
白
浜
温
泉
）や
熊
野

三
山
、西
国
三
十
三
所
巡
り
の
た
め

多
く
の
旅
人
が
立
ち
寄
ら
れ
た
の
で

は
」と
語
る
の
は
道
成
寺
院い
ん
じ
ゅ主
の
小
野

俊
成
さ
ん
。

実
は
、絵
巻
に
は
も
う
一
つ
意
味
が

あ
る
と
い
う
。「
熊
野
権
現
が
安
珍
に
、

観
音
様
が
清
姫
に
姿
を
変
え
た
と
絵

巻
に
書
か
れ
て
い
て
、絵
と
き
説
法
は

『
聴
衆
に
神
様
と
仏
様
の
ご
加
護
が

あ
る
よ
う
に
』と
い
う
祈
り
で
も
あ
り

ま
す
」と
も
語
る
。「
県
の
依
頼
で
万
博

で
数
回
、日
本
語
版
・
英
語
版
の
絵
と

き
説
法
を
し
ま
す
の
で
、多
く
の
方
に

お
越
し
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
」。

〝和歌山百景〟を築く文化と伝統技術　

祈
り
で
も
あ
る
絵
と
き
説
法

【
絵
巻
物「
道
成
寺
縁
起
」】

技
術
の
継
承
が
文
化
を
守
る

【
紀
州
漆
器
】

地
域
の
歴
史
や
記
憶
を
と
も
に
守
る

【
お
身
代
わ
り
仏
像
】

技
を
磨
き　

美
術
価
値
の
向
上
へ

【
紀
州
高
野
組
子
細
工
】

大阪・関西万博 和歌山ゾーン
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