
松井幸生さん
株式会社誉勘商店社長
Matsui Yukio

金襴織物・裂地の製造卸
商を営む。誉田屋勘兵衛
から数えて13代目。京人
形商工業協同組合副理事
長。平成12年伝統的工芸
品産業審議会臨時委員任
命。翌年、伝統的工芸品
産業の奨励賞を受賞した。

今
月
の

先
生

日
本
人
形
の
衣
裳
に
と
こ
と
ん
迫
る
本
企
画
。
人
形
の
衣
裳
に
使
わ
れ
て
い
る
文
様
や
生
地
は
も
ち
ろ
ん
、
着
せ

方
に
つ
い
て
も
詳
し
く
解
説
し
て
い
き
ま
す
。
業
界
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
を
講
師
に
迎
え
、
衣
裳
の
基
礎
か
ら
応

用
ま
で
教
え
て
い
た
だ
き
ま
す
。
知
識
の
習
得
や
再
確
認
、
セ
ー
ル
ス
ト
ー
ク
に
お
役
立
て
く
だ
さ
い
！

今
回
は
日
本
の
色
「
日
本
茜
」
に
つ
い
て
調
べ
て
み
ま
し
た
。

教えて！先生 日本人形の衣裳にとことん迫る

―
―
「
に
ん
ぎ
ょ
う
日
本
」
の
隔
月
発

行
に
よ
う
や
く
慣
れ
た
気
が
し
ま
す
。

い
よ
い
よ
５
月
か
ら
は
各
地
で
展
示
会

が
始
ま
り
ま
す
か
ら
、
５
―

６
月
号
は

発
行
日
が
早
ま
る
ら
し
い
で
す
よ
。

　

展
示
会
と
い
え
ば
松
井
先
生
も
２
月

の
新
作
金
襴
展
示
会
が
あ
り
ま
し
た

ね
。
毎
年
伴
戸
商
店
さ
ん
と
合
同
で
開

催
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。
大
反
響
だ
っ
た

こ
と
と
思
い
ま
す
。
お
疲
れ
様
で
ご
ざ

い
ま
し
た
。

松
井
さ
ん　

今
年
は
「
艶
や
か
」
を
メ

イ
ン
テ
ー
マ
に
し
ま
し
た
。
現
在
の
ト

レ
ン
ド
、
そ
し
て
少
し
先
の
ト
レ
ン
ド

を
予
感
さ
せ
る
も
の
で
す
。
上
品
で
美

し
く
華
や
か
な
織
物
を
ご
用
意
し
た
の

で
、
ご
来
訪
い
た
だ
け
た
方
に
た
く
さ

ん
ご
覧
い
た
だ
け
た
の
で
は
な
い
か
と

思
っ
て
い
ま
す
。

―
―
衣
裳
つ
ま
り
生
地
は
お
人
形
の
大

部
分
を
占
め
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
全

体
の
印
象
を
左
右
す
る
も
の
だ
と
思
い

ま
す
。
文
様
は
も
ち
ろ
ん
、
生
地
の
風

合
い
や
色
も
重
要
な
要
素
に
な
っ
て
き

ま
す
よ
ね
。

松
井
さ
ん　

本
職
の
織
物
屋
と
し
て
も

色
を
ひ
と
つ
一
つ
理
解
す
る
こ
と
は
と

て
も
重
要
で
、
私
も
日
々
興
味
を
持
っ

て
調
べ
て
い
ま
す
。
本
連
載
第
２
回
は

「
有
職
の
色
」（
２
０
２
２
年
２
月
号
掲

載
）
を
テ
ー
マ
に
解
説
し
ま
し
た
。
覚

え
て
い
ま
す
か
？

―
―
は
、
は
い
…
…
。
濃
色
や
蘇
芳
と

か
禁
色
な
ど
に
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し

た
よ
ね
。
年
齢
や
未
婚
、
既
婚
に
よ
っ

て
着
用
す
る
袴
の
色
が
異
な
る
と
い

い
っ
た
こ
と
も
知
り
ま
し
た
が
、
有
職

故
実
の
文
献
に
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
ね
。

松
井
さ
ん　

そ
の
通
り
で
す
。
確
か
、

蘇
芳
の
色
の
使
わ
れ
方
や
規
範
の
部
分

に
つ
い
て
少
し
お
話
し
た
覚
え
が
あ
り

ま
す
。
古
来
の
糸
染
め
や
生
地
染
め
は

非
常
に
興
味
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

明
治
以
降
、
日
本
に
入
っ
て
く
る
化
学

染
料
以
前
は
草
木
染
め
が
主
流
で
し

た
。
私
は
最
近
「
日
本
茜
」
と
い
う
染

料
に
興
味
を
持
ち
ま
し
た
。
色
は「
赤
」

で
す
。
た
だ
、
赤
と
い
っ
て
も
深
み
や

明
る
さ
が
微
妙
に
違
え
ば
全
く
異
な
る

色
味
に
な
り
ま
す
か
ら
、
表
現
す
る
の

は
大
変
難
し
い
で
す
ね
。
こ
の
日
本
茜

と
い
う
植
物
は
歴
史
が
あ
り
ま
す
。

―
―
そ
う
い
う
名
称
の
色
は
初
め
て
知

り
ま
し
た
。
少
し
私
の
ほ
う
で
日
本
茜

の
歴
史
に
つ
い
て
調
べ
た
情
報
を
記
載

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

◆
日
本
茜
の
歴
史

　

吉
野
ヶ
里
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
織
物

の
一
部
か
ら
日
本
茜
の
色
素
が
検
出
さ

れ
て
い
ま
す
。『
魏ぎ

し
わ
じ
ん
で
ん

志
倭
人
伝
』
に
よ

る
と
、
邪
馬
台
国
の
女
王
卑
弥
呼
が
魏

の
王
に
対
し
て
「
絳こ

う
せ
い
け
ん

青
縑
」
と
呼
ば
れ

る
正
絹
を
献
上
し
た
と
記
さ
れ
て
い
ま

す
。
絳
は
茜
染
め
の
絹け

ん
ぷ布
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
こ
の
時
代
に
は
す
で
に
日
本
茜

で
緋ひ

い
ろ色
を
染
め
る
技
法
が
完
成
さ
れ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。

　

そ
の
後
も
各
時
代
で
茜
は
文
献
な
ど

に
登
場
し
て
い
ま
す
。

　

武
蔵
御
嶽
神
社
（
東
京
都
青
梅

市
）
に
国
宝
と
し
て
保
管
さ
れ
て
い
る

赤あ
か
い
と
お
ど
し
よ
ろ
い

糸
威
鎧
（
12
世
紀
後
期
）
は
武
蔵

国
府
の
最
高
権
力
者
で
あ
っ
た
畠
山
重

忠
に
よ
り
奉
納
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て

い
て
、
鎧
の
赤
糸
は
当
時
の
植
物
染
料

日
本
人
形
の
衣
裳
に 

迫
る

連　載

教
え
て
！ 

先
生

と
こ
と
ん

第
11
回

染
料

― 

日
本
茜 

―
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日本茜で３回煮だして作った染液で染めた糸

水
洗
い
し
た
日
本
茜
の
根
っ
こ

日
本
茜
を
煮
だ
し
て
染
液
を
作
る
（
２
回
目
）
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と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
日
本
茜
で
染
め

ら
れ
て
お
り
、
１
０
０
０
年
近
く
経
っ

た
今
で
も
鮮
や
か
な
赤
色
を
保
っ
て
い

ま
す
。
し
か
し
そ
の
染
色
技
術
は
伝
承

さ
れ
ず
、
明
治
36
年
の
補
修
で
は
鉱
物

染
料
で
染
め
ら
れ
、
現
在
は
そ
の
部
分

が
退
色
し
て
い
ま
す
。

　

緋
、 

深
緋
、 

浅
緋
の
緋
は
茜
で
染
め

た
色
を
指
し
ま
す
。
蘇
芳
の
輸
入
に
よ

り
赤
色
を
容
易
に
表
現
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
た
め
、
茜
染
め
は
や
が
て
途
絶

え
て
い
き
ま
し
た
。

松
井
さ
ん　

日
本
の
国
旗
で
あ
る
日
の

丸
の
始
ま
り
は
、
茜
染
め
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。

―
―
日
の
丸
を
誕
生
さ
せ
た
の
は
薩
摩

藩
11
代
藩
主
・
島
津
斉
彬
で
す
よ
ね
。

１
８
５
３
（
嘉
永
６
）
年
11
月
、
幕
府

に
大
船
・
蒸
気
船
建
造
申
請
を
す
る
際
、

日
本
船
の
総
印
と
し
て
白
い
帆
に
朱
の

日
の
丸
を
使
用
し
た
の
で
す
ね
。

松
井
さ
ん　

そ
う
で
す
。
そ
し
て
斉
彬

は
、
こ
の
日
の
丸
を
日
本
の
船ふ

な
じ
る
し印
（
船

に
掲
げ
る
旗
）
に
す
る
よ
う
に
幕
府
に

進
言
し
ま
し
た
。そ
れ
を
幕
府
は
認
め
、

日
の
丸
を
日
本
全
体
の
船
印
と
す
る
旨

を
１
８
５
４
（
安
政
元
）
年
に
全
国
に

布
達
し
ま
し
た
。
１
８
７
０（
明
治
３
）

年
１
月
27
日
に
日
の
丸
は
日
本
の
国
旗

と
し
て
制
定
さ
れ
た
の
で
す
。

　

薩
摩
藩
に
は
赤
く
染
め
る
技
術
が
な

く
苦
慮
し
ま
す
が
、
斉
彬
の
大
叔
父
に

当
た
る
福
岡
藩
11
代
藩
主
・
黒
田
長
博

の
存
在
が
大
き
く
役
立
ち
ま
す
。
長
博

が
治
め
る
福
岡
藩
に
染
め
る
技
術
が

あ
っ
た
の
で
す
。
穂
波
郡
山
口
村
の
茜

屋
に
伝
わ
る
筑
前
茜
染
め
は
茜
草
か
ら

生
ま
れ
る
秘
伝
の
茜
色
は
鮮
や
か
で
美

し
く
、
日
の
丸
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で

し
た
。
こ
の
茜
染
め
の
日
の
丸
が
日
本

の
国
旗
の
始
ま
り
と
な
り
ま
し
た
。

　

野
山
に
自
生
す
る
日
本
ア
カ
ネ
を
染

料
に
し
、
長
い
時
間
を
か
け
て
染
め
上

げ
る
鹿か

づ
の角
茜
染
は
奈
良
時
代
か
ら
伝
わ

り
ま
す
。

　

ア
カ
ネ
は
古
く
か
ら
染
草
と
し
て
用

い
ら
れ
浄
血
作
用
や
保
温
、
血
行
促
進

の
効
果
が
あ
り
、
赤
ち
ゃ
ん
の
産
着
や

女
性
の
お
腰
、
長
襦
袢
な
ど
に
茜
染
が

使
わ
れ
、
お
祝
い
の
と
き
な
ど
に
贈
ら

れ
ま
し
た
。
科
学
染
料
で
は
出
す
こ
と

の
で
き
な
い
温
も
り
が
感
じ
ら
れ
る
優

美
な
染
物
で
す
。

　

し
か
し
明
治
に
な
る
と
、
化
学
染
料

が
入
っ
て
き
て
鹿
角
茜
染
は
衰
退
し
て

い
き
ま
す
。
そ
れ
を
大
正
初
め
頃
に
復

活
さ
せ
た
の
が
、
故
・
栗
山
文
次
郎
氏

と
い
う
人
物
で
す
。そ
し
て
息
子
の
故
・

栗
山
文
一
郎
氏
が
伝
承
し
ま
し
た
。

　

栗
山
家
の
茜
染
は
堅
牢
度
を
高
め
退

色
し
な
い
よ
う
、
下
染
め
を
１
３
０
回

も
繰
り
返
し
、
本
染
め
10
回
以
上
の
古

代
技
法
で
染
め
上
げ
て
い
ま
す
。
こ
の

古
代
技
法
を
忠
実
に
再
現
し
た
小
枡
絞

り
の
鹿
角
茜
染
で
す
。

※
鹿
角
茜
染
…
…
産
地
は
秋
田
県
鹿
角

市
花
輪
。
自
生
の
茜
や
紫
根
を
用
い
た

染
色
は
奈
良
時
代
か
ら
行
わ
れ
て
い

て
、
江
戸
時
代
に
産
業
と
し
て
発
展
。

献
上
品
と
し
て
江
戸
へ
送
ら
れ
る
ま
で

に
な
っ
た
。

茜あ
か
ね

色


