
　

平
成
六
年
度
に
行
な
わ
れ
た
山
形
県
の
伝
統
工
芸

品
産
業
産
地
実
態
・
意
向
調
査
報
告
書
を
み
る
と
、

県
内
の
伝
統
工
芸
品
は
四
十
二
品
目
を
数
え
る
。
中

で
も
置
賜
紬
、
山
形
鋳
物
、
山
形
仏
壇
、
天
童
将
棋

駒
は
国
の
伝
統
工
芸
品
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
伝
承

さ
れ
て
い
る
工
芸
品
の
数
の
多
さ
は
、
東
北
で
も
際

立
っ
て
い
る
。

　

昭
和
十
五
年
前
後
の
、
日
本
の
手
仕
事
の
現
状
を

述
べ
た
柳
宗
悦
著
『
手
仕
事
の
日
本
』
の
中
で
著
書

は
、
山
形
を
『
手
仕
事
の
種
類
の
非
常
に
多
い
所
で
、

お
そ
ら
く
は
日
本
で
も
有
数
の
地
』と
評
し
て
い
る
。

手
仕
事
の
日
本
で
紹
介
さ
れ
、
現
在
も
つ
く
り
続
け

ら
れ
て
い
る
も
の
は
十
数
種
類
に
及
ん
で
い
る
。

　

今
回
の
調
査
当
時
に
、
伝
統
工
芸
品
を
製
造
し
て

い
る
企
業
数
は
五
百
四
十
三
企
業
、
従
事
し
て
い
る

人
数
は
千
六
百
二
十
三
を
数
え
る
が
、
従
事
者
一
〜

四
人
の
小
規
模
な
産
地
が
半
数
を
占
め
て
い
る
。
生

産
額
に
つ
い
て
も
、
年
生
産
額
が
一
億
円
を
超
し
て

い
る
の
は
七
品
目
に
留
ま
り
、
五
百
万
円
未
満
は
十

二
品
目
を
数
え
る
。
調
査
結
果
の
生
産
現
状
を
み
る

･

と
、「
伸
び
て
い
る
」
が
九 
五
％
、「
横
ば
い
」、「
衰

退
し
て
い
る
」、「
急
激
に
衰
退
し
て
い
る
」、
と
を
合

･

わ
せ
る
と
九
〇 
五
％
に
な
る
。こ
の
数
年
間
の
経
済

状
況
を
考
慮
す
れ
ば
、
さ
ら
に
厳
し
い
現
状
が
予
想

で
き
る
。
生
産
が
伸
び
悩
ん
で
い
る
原
因
は
、
ラ
イ

フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化
が
消
費
者
離
れ
の
最
大
の
原
因

と
考
え
て
お
り
、
Ｐ
Ｒ
不
足
、
流
通
機
構
の
問
題
も

大
き
な
要
因
と
答
え
て
い
る
。
そ
の
対
応
策
と
し
て

伝
統
工
芸
館
等
の
常
設
展
示
場
、
デ
ザ
イ
ン
な
ど
の

研
究
開
発
支
援
を
行
政
に
要
望
し
て
い
る
。
さ
ら
に

後
継
者
問
題
も
重
要
な
問
題
と
し
て
取
り
あ
げ
て
い

る
。
人
材
確
保
が
困
難
な
理
由
に
つ
い
て
、
産
業
と

し
て
の
先
行
き
不
透
明
が
第
一
に
あ
げ
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
対
応
策
と
し
て
、
行
政
に
対
し
伝
統
品
づ

く
り
の
体
験
施
設
、
職
業
訓
練
施
設
で
の
訓
練
を
希

望
し
て
い
る
。以
上
が
調
査
報
告
書
の
内
容
で
あ
り
、

こ
れ
ら
の
問
題
点
は
全
国
各
地
の
産
地
状
況
と
も
多

く
の
部
分
で
共
通
し
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
こ
れ
ら
の
希
望
す
る
解
決
策
を
す
べ
て

実
現
し
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
い
く
つ
か
の
問
題

点
の
解
決
の
糸
口
に
は
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
根

本
的
な
解
決
に
は
つ
な
が
ら
な
い
と
私
は
思
う
。
伝

統
工
芸
産
業
に
携
わ
る
人
た
ち
が
希
望
す
る
も
の

は
、
施
設
を
代
表
と
す
る
箱
を
求
め
て
お
り
、
実
は

最
も
大
切
な
こ
と
は
箱
に
納
め
る
中
身
で
あ
る
こ
と

を
十
分
に
認
識
し
て
い
る
の
か
が
疑
問
に
思
わ
れ

る
。
つ
く
ら
れ
た
モ
ノ
は
技
術
面
に
お
い
て
も
、
美

し
さ
に
お
い
て
も
、
他
に
は
引
け
を
取
ら
な
い
モ
ノ

と
作
者
に
は
自
負
が
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
見
方
を
か

え
て
、
あ
な
た
に
と
っ
て
そ
の
モ
ノ
は
本
当
に
使
い

た
い
モ
ノ
で
す
か
？
、
自
ら
の
暮
ら
し
の
中
で
自
身

の
つ
く
っ
た
モ
ノ
を
使
う
こ
と
に
よ
り
快
適
な
時
間

を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま
す
か
？
、
の
問
い
か
け
に

ど
の
よ
う
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
、
箱
以
上

に
大
切
な
こ
と
で
あ
る
。
工
芸
の
本
質
は
用
の
美
で

あ
る
。
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化
で
消
費
者
離
れ
が

進
み
生
産
が
落
ち
込
ん
で
い
る
こ
と
を
客
観
視
す
る

の
で
は
な
く
、
自
ら
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
自
分
ら

し
く
実
践
す
る
こ
と
が
、
現
在
必
要
と
さ
れ
る
モ
ノ

を
生
み
出
す
力
と
な
っ
て
い
く
。
手
仕
事
は
、
モ
ノ

と
い
う
物
質
を
売
る
の
で
は
な
く
、
つ
く
り
手
自
身

の
生
き
方
を
売
る
こ
と
、
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で

き
る
。
従
来
は
、
問
屋
を
主
と
す
る
流
通
側
か
ら
の
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依
頼
で
、
請
け
手
と
し
て
た
だ
造
っ
て
い
れ
ば
よ

か
っ
た
の
だ
が
、
現
在
は
、
問
屋
自
体
が
力
を
失
っ

て
し
ま
っ
た
。
優
れ
た
技
術
が
あ
れ
ば
、
仕
事
が
来

る
と
い
う
時
代
で
は
な
い
。
つ
く
り
手
が
自
ら
の
ラ

イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
通
じ
て
、
自
ら
の
価
値
観
で
モ
ノ

を
創
造
す
る
こ
と
に
よ
り
、
共
鳴
す
る
新
し
い
ニ
ー

ズ
を
生
み
出
す
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
生
産
規

模
が
小
さ
い
故
に
、
オ
ン
リ
ー
ワ
ン
の
ブ
ラ
ン
ド
を

創
り
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

現
代
は
情
報
化
の
時
代
、
あ
ら
ゆ
る
情
報
が
私
た

ち
の
周
り
を
飛
び
回
っ
て
い
る
。
こ
の
時
代
に
お
い

て
魅
力
あ
る
商
品
は
、
必
ず
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
届
く
と

常
々
思
っ
て
い
る
。
マ
ー
ケ
ッ
ト
も
、
暮
ら
し
を
豊

か
に
す
る
魅
力
的
な
商
品
を
求
め
て
い
る
。
情
報
発

信
は
、口
コ
ミ
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
至
る
ま
で
、

手
立
て
は
多
様
で
あ
り
、
新
た
な
流
通
の
可
能
性
は

広
が
っ
て
い
る
。
伝
統
工
芸
産
業
分
野
で
の
、
魅
力

あ
る
商
品
は
国
内
の
他
産
地
に
留
ま
ら
ず
に
ア
ジ

ア
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
は
じ
め
と
す
る
地
球
規
模
で
つ

く
ら
れ
た
、
良
質
で
、
デ
ザ
イ
ン
が
お
し
ゃ
れ
で
、

手
頃
な
価
格
の
商
品
が
市
場
に
溢
れ
て
い
る
。
今
は

工
芸
品
も
国
境
を
越
え
た
競
争
の
時
代
だ
。

　

Ｐ
Ｒ
不
足
と
答
え
て
い
る
が
、
本
当
に
モ
ノ
自
体

に
魅
力
が
あ
る
の
か
、
自
ら
問
い
直
す
必
要
が
あ
る

と
思
う
。
後
継
者
問
題
に
つ
い
て
、過
去
に
陶
磁
器
、

鋳
物
な
ど
の
分
野
に
、
県
外
か
ら
多
く
の
弟
子
入
り

希
望
者
が
訪
れ
た
こ
と
を
聞
い
て
い
る
。
し
か
し
残

念
な
が
ら
、
ほ
と
ん
ど
は
希
望
が
か
な
え
ら
れ
な

か
っ
た
。
意
欲
に
あ
ふ
れ
た
若
者
は
、
貧
欲
に
学
び

と
っ
て
、
こ
の
地
を
去
っ
て
い
く
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
こ
と
を
恐
れ
、

技
術
を
盗
ま
れ
る
か

ら
と
心
配
す
る
が
、

所
詮
技
術
は
盗
む
こ

と
に
よ
っ
て
伝
承
さ

れ
て
い
く
宿
命
を

も
っ
て
い
る
。
断
わ

る
理
由
を
、
指
を

折
っ
て
数
え
る
前
に

異
質
（
異
端
）
な
人

た
ち
を
迎
え
入
れ
て

み
た
ら
ど
う
だ
ろ
う

か
。
こ
ち
ら
が
学
ぶ

と
こ
ろ
も
た
く
さ
ん

あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
私
も
全
国
の
産

地
を
訪
ね
歩
く
が
、

そ
の
地
に
根
ざ
し
た

伝
統
工
芸
に
、
各
地

か
ら
の
若
者
が
熱
心
に
携
わ
っ
て
い
る
姿
を
目
に
す

る
。
後
継
者
の
ほ
と
ん
ど
が
、
血
縁
の
山
形
に
と
っ

て
、
異
な
る
血
は
新
し
い
創
造
に
結
び
つ
く
と
予
感

で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
調
査
報
告
書
の
読
み
方
を
少
し
変
え

て
み
る
と
、
マ
イ
ナ
ス
と
思
え
る
こ
と
も
プ
ラ
ス
に

発
想
で
き
る
。
無
い
も
の
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、

自
分
自
身
の
足
も
と
を
見
据
え
る
こ
と
で
、
多
く
の

問
題
が
解
決
で
き
る
。

　

地
域
の
歴
史
、
風
土
に
育
ま
れ
た
伝
統
工
芸
は
、

地
域
を
代
表
す
る
優
れ
た
文
化
で
あ
る
。
伝
統
工
芸

は
、
本
来
決
し
て
保
守
的
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
の

時
代
に
お
い
て
は
、極
め
て
革
新
的
な
ソ
フ
ト
、ハ
ー

ド
を
合
わ
せ
持
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
時
代

を
検
証
す
れ
ば
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
。
山
形
に
伝

わ
る
伝
統
工
芸
産
業
が
、
外
に
向
か
っ
て
開
か
れ
る

こ
と
が
、
新
た
な
伝
統
を
創
り
だ
す
一
歩
と
な
る
こ

と
を
確
信
し
て
い
る
。

●　

つ
く
り
手
の
生
き
方
を
売
る

19

■増田　尚紀

「鋳心工房」
　1949年静岡県浜松市に生まれる。大学卒業後、恩師であ
る武蔵野美術大学教授芳武茂介先生のアシスタントとして
５年間全国各地の地場産業のデザイン開発を手がける。
1977年山形市に移り住み、20年間にわたり㈱菊地保寿堂に
て自身のデザインによる『WAZUQU』ブランドを確立する。
1997年独立し『鋳心工房』を設立。鉄、再生アルミニウム、
ブロンズなどの素材を中心に鋳物のデザイン、製作、流通
を一貫して手がける。『日本の美』展（フィンランド・レ
トゥレッティアートセンター）『現代美術とMutant』展
（ニューヨーク近代美術館）『Japanes Studio Crafts』展（ロン
ドンＶ＆Ａ美術館）等海外出展多数。国際デザインフェアー
'85キース・グラント賞受賞。美術工芸振興佐藤基金第11回
淡水翁賞受賞。第１回山形エクセレントデザイン・セレク
ション、エクセレントデザイン賞受賞、他多数。（社）日本
クラフトデザイン協会会員。東北芸術工科大学非常勤講師。
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