
日
本
遺
産「
加
賀
前
田
家
ゆ
か
り
の

町
民
文
化
が
花
咲
く
ま
ち
高
岡 ―

人
、技
、心―

」

い
ま
か
ら
約
４
０
０
年
前
に
加
賀
前
田
家
二
代
当
主
の
前
田
利
長
が

こ
の
地
に
高
岡
城
を
築
い
て
、高
岡
の
町
が
開
か
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、開
町
か
ら
わ
ず
か
５
年
で
利
長
は
他
界
し
、一
国
一
城
令
で
廃
城
と
な
っ
た
高
岡
城
。

三
代
当
主
の
前
田
利
常
に
よ
っ
て
、そ
の
熱
い
遺
志
は
受
け
継
が
れ
、

や
が
て
、町
民
の
ま
ち
へ
と
大
き
な
転
換
を
遂
げ
て
い
っ
た
の
で
す
。

最
悪
の
ピ
ン
チ
を
、最
高
の
チ
ャ
ン
ス
に
変
え
た
、お
殿
様
の
英
断
と
町
民
た
ち
の
心
意
気
と
は
。

　
高
岡
は
北
陸
を
代
表
す
る
米
ど
こ
ろ

と
し
て
知
ら
れ
る
砺
波
平
野
、射
水
平
野

を
背
後
に
控
え
、北
は
富
山
湾
に
面
し
、

雨
晴
海
岸
か
ら
は
海
越
し
に
３
０
０
０

メ
ー
ト
ル
級
の
立
山
連
峰
を
望
む
こ
と
が

で
き
る
、豊
か
な
自
然
や
食
に
恵
ま
れ
た

と
こ
ろ
で
す
。古
く
は
旧
石
器
時
代
ま
で

遡
る
人
々
の
営
み
が
あ
り
ま
し
た
。

　
現
在
の
高
岡
の
基
盤
は
、近
世
初
期
に

形
成
さ
れ
ま
し
た
。加
賀
前
田
家
二
代
当

主
の
前
田
利
長
は
、若
き
頃
に
山
城(

守

山
城)

か
ら
俯
瞰
し
、こ
の
高
岡
の
地
が
要

害
と
し
て
の
軍
事
的
な
機
能
だ
け
で
な
く
、

水
陸
交
通
の
要
衝
と
し
て
経
済
的
な
機

能
を
合
わ
せ
持
つ
理
想
的
な
地
で
あ
る

と
見
抜
き
ま
す
。そ
し
て
、慶
長
14
年(

１

６
０
９)

に
、隠
居
後
の
城
と
し
て
高
岡
城

を
築
城
し
ま
し
た
。利
長
は
こ
の
地
で
築

城
で
き
る
機
会
を
心
待
ち
に
し
、驚
異
的

な
早
さ
で
建
設
工
事
を
進
め
ま
す
。

そ
し
て
、築
城
開
始
か
ら
わ
ず
か
１
５
０

日
ほ
ど
で
入
城
す
る
に
至
り
ま
し
た
。利

長
に
は
、そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
急
が
な
け
れ

ば
い
け
な
い
理
由
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　
利
長
は
下
町
の
一
角
に
、資
材
の
集
積

と
調
達
を
行
う
た
め
の
拠
点(

木
町)

を
設

け
た
り
、砺
波
郡
の
西
部
金
屋
か
ら
７
人

の
鋳
物
師
を
招
き
、鋳
物
づ
く
り
を
行
う

鋳
物
師
町(

金
屋
町)

を
つ
く
り
ま
し
た
。

鋳
物
師
に
は
地
租
を
課
さ
な
い
厚
い
保
護

や
特
権
を
与
え
、鋳
物
づ
く
り
を
奨
励
す

る
こ
と
で
、城
下
町
と
し
て
の
繁
栄
を

図
っ
た
の
で
す
。

　
し
か
し
、高
岡
城
を
創
建
し
て
、そ
の
後
、

４
０
０
余
年
に
渡
る
高
岡
市
の
発
展
の

土
台
を
築
き
上
げ
た
利
長
で
し
た
が
、在

城
わ
ず
か
５
年
で
他
界
し
て
し
ま
い
ま
す
。

家
臣
団
は
こ
と
ご
と
く
金
沢
に
引
き
揚
げ
、

さ
ら
に
翌
年
の
一
国
一
城
の
令
に
よ
り
、高

岡
城
は
廃
城
と
い
う
過
酷
な
運
命
へ
。 

城

下
町
の
歩
み
を
始
め
て
い
た
高
岡
は
、

た
ち
ま
ち
絶
望
の
淵
に
突
き
落
と
さ
れ

た
の
で
し
た
。

  

高
岡
町
民
も
利
常
の
保
護
と
期
待
に

応
え
、高
岡
は
商
人
・
職
人
の
ま
ち
と
し
て
、

着
実
に
歩
み
は
じ
め
ま
し
た
。

  

鋳
物
づ
く
り
で
は
最
初
は
、鍋
・
釡
な
ど

の
生
活
用
具
、農
具
の
鉄
器
具
類
が
多
く

つ
く
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、次
第
に
、香
炉
・

花
瓶
・
火
鉢
・
仏
具
な
ど
の
文
化
的
な
品

物
の
需
要
が
高
ま
り
、装
飾
に
富
ん
だ
製

品
が
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

銅
器
製
造
が
盛
ん
に
な
る
と
、北
前
船(

バ

イ
船)

で
全
国
各
地
に
販
路
を
確
保
し
、

海
外
貿
易
に
も
進
出
す
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。ま
た
、伏
木
港
は
加
賀
藩
全
体
の

物
資
の
集
散
地
で
あ
り
、北
前
船
の
寄
港

地
と
し
て
も
栄
え
、高
岡
は「
加
賀
藩
の

台
所
」と
し
て
隆
盛
を
極
め
ま
し
た
。

  

そ
う
し
て
財
を
成
し
た
豪
商
た
ち
が
絢
爛

た
る
装
飾
を
競
い
合
っ
た
の
が
、御
車
山
祭

で
す
。７
基
の
御
車
山
に
は
彫
金
・
漆
工
・

染
織
な
ど
高
岡
の
伝
統
工
芸
の
粋
を
集

め
た
豪
華
な
装
飾
が
施
さ
れ
ま
し
た
。前
田

利
長
が
町
民
に
分
け
与
え
た
こ
と
か
ら

は
じ
ま
っ
た
御
車
山
。当
初
は
素
朴
な
も

の
だ
っ
た
山
車
が
、長
年
、町
ご
と
に
競
い

合
う
な
か
で
現
在
の
よ
う
な
豪
華
な
も
の

に
な
り
ま
し
た
。と
も
に
ま
ち
の
発
展
に

貢
献
し
て
き
た
町
民
の
心
意
気
を
象
徴

し
て
い
ま
す
。

　
高
岡
の
発
展
は
町
民
自
身
が
担
い
手

と
な
り
、地
域
に
富
を
還
元
し
て
き
た
こ

と
が
特
長
で
す
。近
代
以
降
、明
治
の
文

明
開
化
と
い
っ
た
全
国
的
な
時
代
の
変
遷

を
経
て
も
、町
民
に
と
っ
て
は
商
売
継
続

の
望
み
を
失
う
こ
と
な
く
、む
し
ろ
実
力

を
存
分
に
発
揮
で
き
、長
年
待
ち
望
ん
で

い
た
好
機
と
し
て
す
ら
捉
え
て
い
ま
し
た
。

　
事
実
、維
新
後
は
県
庁
の
所
在
地
で
は

な
い
た
め
の
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
負
い
な
が

ら
も
、常
に
日
本
海
側
屈
指
の
商
工
都
市
と

し
て
気
を
吐
い
て
き
ま
し
た
。特
に
、鋳

物
業
な
ど
の
伝
統
産
業
は
、繊
細
な
技
術
や

現
代
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
合
っ
た
最
先
端

の
デ
ザ
イ
ン
で
、全
国
的
に
も
注
目
を
集
め

る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
現
在
で
も
、町
割
り
、街
道
筋
、町
並
み
、

生
業
や
伝
統
行
事
な
ど
に
町
民
の
歩
み

が
独
特
の
気
風
と
し
て
色
濃
く
残
さ
れ

て
い
る
高
岡
。競
い
合
い
な
が
ら
発
展
を

続
け
て
き
た
町
民
の
心
意
気
は
、D
N
A
と

し
て
い
ま
も
人
々
に
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

で
も
、高
岡
は
ま
だ
発
展
の
途
上
。歴
史

と
文
化
の
保
存
や
継
承
だ
け
で
な
く
、

歴
史
資
産
を
活
か
し
た
、新
た
な
文
化
や

魅
力
の
創
造
に
、力
強
く
歩
き
は
じ
め
て

い
ま
す
。

　
城
が
な
く
な
れ
ば
、城
下
町
は
存
在
の

意
義
を
失
っ
て
し
ま
い
ま
す
。高
岡
は
、政

治
都
市
と
し
て
日
が
浅
く
、町
を
存
続
す

る
に
は
そ
れ
相
応
の
対
策
が
な
く
て
は
な

り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
そ
こ
で
、三
代
当
主
・
前
田
利
常
は
、存

続
が
危
ぶ
ま
れ
た
高
岡
の
ま
ち
を
、活
を

入
れ
て
立
て
直
し
ま
す
。高
岡
町
民
の
他

所
転
出
を
禁
じ
、そ
の
上
で
、布
御
印
押

人
を
置
く
こ
と
で
高
岡
を
麻
布
の
集
散

地
と
し
ま
し
た
。さ
ら
に
、御
荷
物
宿
、魚

問
屋
や
塩
問
屋
の
創
設
を
認
め
、城
跡
内

に
は
米
蔵
と
塩
蔵
を
設
置
す
る
な
ど
、商

業
都
市
へ
の
転
換
策
を
積
極
的
に
講
じ
て

い
っ
た
の
で
す
。

　
利
常
は
、利
長
が
高
岡
に
相
当
の
希
望

を
か
け
て
い
た
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
し
た
。

だ
か
ら
こ
そ
、商
業
都
市
へ
の
政
策
転
換

を
進
め
る
上
で
も
、利
長
が
築
き
上
げ
た

町
割
り
な
ど
を
活
か
し
た
形
で
行
っ
た
の

で
す
。異
母
弟
で
あ
る
自
分
に
家
督
を

譲
っ
て
く
れ
た
利
長
へ
の
恩
義
を
深
く

感
じ
、利
長
の
菩
提
の
た
め
に
壮
大
な
伽
藍

建
築
を
持
つ
瑞
龍
寺
を
造
営
し
ま
し
た
。

ま
た
、異
例
の
規
模
を
誇
る
墓
所
も
つ

く
っ
て
い
ま
す
。こ
れ
は
、利
常
自
身
の
み

な
ら
ず
、町
民
に
永
く
利
長
の
遺
徳
を
し

の
ば
せ
、そ
れ
と
併
せ
て
町
の
繁
栄
を
願

う
気
持
ち
も
込
め
て
建
立
さ
れ
た
も
の

で
す
。

　
ま
た
、利
常
は
高
岡
が
軍
事
拠
点
と
し

て
の
機
能
を
失
う
こ
と
に
対
す
る
危
惧

を
持
っ
て
い
ま
し
た
。高
岡
城
内
に
は
、平

和
的
利
用
と
し
て
米
塩
の
藩
蔵
を
建
て

る
こ
と
に
よ
っ
て
幕
府
に
干
渉
の
口
実
を

与
え
ず
、い
ざ
と
い
う
と
き
に
備
え
て
、城

の
郭
や
堀
は
完
全
な
形
で
残
す
こ
と
に
成

功
し
ま
し
た
。い
か
に
、高
岡
城
を
重
要

視
し
て
い
た
か
が
、わ
か
り
ま
す
。

　
そ
の
姿
は
今
日
で
も
変
わ
ら
ず
、利
常

の
優
れ
た
経
営
手
腕
は
、現
在
も
高
岡
市

内
に
数
多
く
残
る
関
連
文
化
財
群
に
垣

間
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

利長の他界や、
一国一城令によって、
城下町は消滅の危機へ

Story.１
150日で高岡城を築城、
しかし、6年で廃城へ

利長が抱いた希望を受け継ぎ、
まちを存続させるため

商業政策を次々と打ち出す！

絢爛豪華な装飾を
まちごとに競い合う御車山は、
町民の心意気そのもの

Story.2
武士のまちから、

町民のまちへの大転換

Story.3
「加賀藩の台所」として

隆盛を極めた高岡

Story.4
町民の心意気と、
ものづくりの魂をこれからも

開町以来、熱く燃える
ものづくりへの思いは、

最先端のデザインへとつながった！

高
岡
が
、奇
跡
的
な
大
転
換
に
成
功
し
たって
？

デザイナーとのコラボによる最新

商品のほか、ものづくりの現場を体

験し、職人と交流するツアー「高岡
クラフツーリズモ」も人気。

開
町
ま
も
な
く
、

最
悪
の
ピ
ン
チ
を

最
高
の
チ
ャ
ン
ス
に
変
え
た
、

お
殿
様
と
町
民
た
ち
の
物
語
。

ス
ト
ー
リ
ー

い
も
じ

に
し
ぶ
か
な
や

み
く
る
ま
や
ま
ま
つ
り
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