
「オープンファクトリー」という取り組みに注目が集まっている。経済産
業省によると、この取り組みは、「地域産業の歴史と価値を改めて見直
し、地域産業を活性化させ、新しい産業展開の方向性を見出す可能性
を秘めている」としている。今回は、新潟県三条市と燕市で開催され
ている『燕三条 工場(こうば)の祭典』を紹介したい。

　

新
潟
県
の
燕
・
三
条
地
域
は
、「
叩
く
」

「
抜
く
」「
磨
く
」
な
ど
の
伝
統
的
な
職

人
技
を
誇
る
金
属
成
型
加
工
の
事
業
者

が
集
積
す
る
「
も
の
づ
く
り
の
ま
ち
」

で
あ
る
。

　

そ
の
燕
・
三
条
地
域
で
、
10
月
5
日

か
ら
8
日
ま
で
の
4
日
間
、「
第
5
回 

燕
三
条 
工こ

う

場ば

の
祭
典
」
が
開
か
れ
、

県
内
外
か
ら
約
5
万
3
，0
0
0
人
が

訪
れ
た
。

　

こ
の
イ
ベ
ン
ト
は
「
工
場
・
耕
場
・

購
場
」
を
訪
れ
て
、
そ
の
仕
事
を
間
近

に
見
て
、
対
話
し
、
も
の
づ
く
り
体
験

な
ど
に
参
加
し
て
、
燕
・
三
条
地
域
の

産
業
を
体
感
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
も
の
。
地
域
内
の
事
業
者
1
0
3
社

が
参
加
し
て
、
金
属
加
工
の
製
造
業
を

は
じ
め
、
木
工
業
、
農
業
、
食
品
製
造

業
、
印
刷
デ
ザ
イ
ン
業
な
ど
多
岐
に
わ

た
り
、
他
地
域
に
な
い
珍
し
い
取
り
組

銅の「鎚起」で有名な玉川堂〔ぎょくせんどう〕（燕市）での見学風景
期間中に開催された「燕三条トレードショー」
包丁研ぎ体験を実施する庖丁工房タダフサ（三条市）
国から「伝統的工芸品」に指定されている「越後三条打刃物」
「購場」のひとつである燕三条地場産業振興センター

【写真】

電気のふるさと Vol.50 4

も
の
づ
く
り
の
現
場
を
開
放
し

消
費
者
と
の
交
流
で

産
業
展
開
の
方
向
性
を
見
出
す

伝
統
産
業
の
衰
退
と
い
う
危
機
感
で

消
費
者
ニ
ー
ズ
を
探
る

も
の
づ
く
り
の
現
場
を
開
放
し

消
費
者
と
の
交
流
で

産
業
展
開
の
方
向
性
を
見
出
す

■燕
つばめ

市・三
さんじょう

条市情報■
【人口】
 三条市：99,337人、燕市：80,696人
（平成29年10月末現在）
【面積】
 三条市：432km2、燕市：110.96km2

【発電所データ】
 東北電力㈱笠堀水力発電所（三条市）
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み
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
が

「
工
場
見
学
」
を
受
け
入
れ
、「
も
の
づ

く
り
体
験
」
や
「
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」

を
開
催
し
て
い
る
。

　

三
条
市
と
燕
市
の
金
属
加
工
の
歴
史

は
古
く
、
江
戸
時
代
初
期
に
、
信
濃
川

の
氾
濫
に
悩
ま
さ
れ
た
領
民
を
救
う
た

め
、
江
戸
か
ら
鍛
冶
職
人
を
招
き
、
農

家
の
副
業
と
し
て
「
和
釘
」
の
製
造
を

始
め
た
の
が
始
ま
り
。
そ
の
後
、
三
条

で
は
大
工
道
具
や
包
丁
な
ど
の
刃
物
に
、

燕
で
は
煙
管
、
銅
器
、
金
属
食
器
な
ど

の
製
造
に
発
展
し
て
、
今
で
は
、
こ
の

地
域
に
約
4
，0
0
0
社
の
事
業
者
が
集

積
し
て
い
る
。
新
潟
県
全
体
の
お
よ
そ

4
割
の
事
業
所
が
集
中
し
「（
人
口
比

あ
た
り
）
日
本
で
一
番
社
長
の
多
い
ま

品
や
仕
事
に
対
す
る
生
の
声
、
新
た
な

気
づ
き
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
来
場
者

に
と
っ
て
も
、
普
段
は
見
る
こ
と
が
で

き
な
い
工
場
現
場
は
、「
非
日
常
の
エ

ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
」
で
あ
り
、
そ

の
価
値
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

も
の
だ
。

　

そ
れ
を
聞
い
た
当
時
、
東
京
の
外
部

の
相
談
役
で
あ
り
、
現
在
、「
工
場
の

祭
典
」
の
全
体
監
修
を
務
め
る
デ
ィ
レ

ク
タ
ー
か
ら
、「
も
っ
と
大
々
的
な
工
場

見
学
の
イ
ベ
ン
ト
に
し
て
は
ど
う
か
」

と
い
う
提
案
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
。

「
モ
ノ
が
で
き
る
背
景
に
あ
る
コ
ト
も

ち
」
な
ど
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

　

特
に
刃
物
は「
三
条
の
打
刃
物
」、「
燕

の
抜
刃
物
」
と
呼
ば
れ
、
切
れ
味
が
良

い
。
そ
の
切
れ
味
は
長
く
続
き
、
研
ぐ

こ
と
に
よ
っ
て
再
び
優
れ
た
刃
物
と
し

て
蘇
る
。
そ
し
て
な
に
よ
り
、
風
格
が

あ
る
こ
と
で
、
プ
ロ
の
料
理
人
に
愛
さ

れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
燕
市
の「
磨
き
」は
、
製
品
に

な
る
直
前
の
仕
上
げ
の
工
程
で
、『
i

P
o
d
』の「
鏡
面
磨
き
」に
代
表
さ
れ

る
よ
う
に
、
そ
の
優
れ
た
技
術
は
世
界

的
に
知
ら
れ
よ
う
に
な
っ
た
。さ
ら
に
、

1
枚
の
銅
板
か
ら
小
鎚
で
叩
い
て
壺
や

急
須
な
ど
に
成
型
す
る
「
鎚つ

い

起き

」
技
術

も
有
名
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
燕
・
三
条
地
域
だ
が
、
昨

　

話
は
、5
年
前
の
平
成
24
年
に
遡
る
。

　

当
時
、
三
条
市
で
は
前
述
の
背
景
も

あ
っ
て
、平
成
19
年
か
ら『
越
後
三
条
鍛

冶
ま
つ
り
』
を
開
催
し
て
い
た
が
、「
商

品
の
良
さ
を
消
費
者
に
、
ど
う
し
た
ら

理
解
し
て
い
た
だ
け
る
か
」
と
い
う
課

題
が
浮
か
び
上
が
っ
て
い
た
。
そ
こ
で

「
い
っ
そ
の
こ
と
現
場
を
見
て
い
た
だ

い
た
ほ
う
が
、
消
費
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
深
ま
る
の
で
は
な
い

か
」と
い
う
意
見
が
事
業
者
か
ら
出
た
。

　
「
オ
ー
プ
ン
フ
ァ
ク
ト
リ
ー
」
で
あ

る
。
事
業
者
は
も
の
づ
く
り
の
現
場
を

公
開
し
、
交
流
す
る
こ
と
で
、
自
社
製

が
失
わ
れ
て
い
く
」
と
い
う
危
機
感
が

あ
っ
た
。

　

ま
た
、
金
属
加
工
業
の
基
盤
と
な
る

「
鍛
冶
屋
」
は
、
商
品
の
販
売
自
体
は

問
屋
に
頼
ん
で
い
る
小
規
模
の
事
業
者

が
多
く
、
か
つ
て
は
問
屋
が
商
品
の
企

画
提
案
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
役
割
も

担
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
最
近
は
商
品

を
小
売
店
に
卸
す
だ
け
の
問
屋
が
多
く

な
っ
て
し
ま
い
、「
鍛
冶
屋
」
は
な
か

な
か
新
し
い
商
品
や
、
売
れ
る
商
品
を

作
れ
な
い
と
い
う
状
況
に
陥
っ
た
。
そ

う
し
た
危
機
意
識
の
中
、
業
界
と
行
政

は
、
販
売
戦
略
の
見
直
し
を
図
り
、
消

費
者
ニ
ー
ズ
を
見
極
め
る
た
め
に
、
消

費
者
と
直
接
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

取
れ
る
機
会
を
探
る
こ
と
に
な
る
。

今
の
後
継
者
不

足
や
、
新
し
い

ニ
ー
ズ
に
対
応

で
き
な
い
経
営

環
境
な
ど
に
よ

っ
て
、
事
業
所

の
数
は
高
度
成

長
期
に
比
べ
て

半
分
近
く
に
減

少
し
た
。
小
規

模
な
事
業
所
に

と
っ
て
、
後
継

者
不
足
は
致
命

的
だ
。行
政
も
、

こ
の
地
域
の
基

盤
で
あ
る
金
属

加
工
業
の
衰
退

で
「
そ
の
技
術

同
時
に
発
信
し
て
い
こ
う
」
と
い
う
ア

ド
バ
イ
ス
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
て『
越
後
三
条
鍛
冶
ま
つ
り
』

は
、「
も
の
づ
く
り
の
ス
ト
ー
リ
ー
」

を
発
信
す
る
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
リ
ニ
ュ

ー
ア
ル
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

そ
ん
な
と
き
、
隣
の
燕
市
の
事
業
者

か
ら
、「
一
緒
に
や
り
た
い
」
と
い
う

申
し
出
が
あ
っ
た
。
県
外
の
人
に
と
っ

て
は
三
条
市
単
独
よ
り
も
、「
燕
・
三
条
」

と
し
て
開
催
し
た
ほ
う
が
、
知
名
度
も

あ
り
P
R
に
も
な
る
だ
ろ
う
、
と
い
う

こ
と
で
、
三
条
市
40
社
、
燕
市
14
社
で

『
燕
三
条 

工
場
の
祭
典
』
と
し
て
ス
タ

ー
ト
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

第
1
回
の
来
場
者
は
約
1
万
人
。
想

像
以
上
の
盛
況
ぶ
り
だ
っ
た
。
第
2
回

玉川堂（燕市）の仕事場

玉川堂は1816年創業。1枚の銅板
を叩いて継ぎ目のない急須などを
作る高い技術で知られる

コツコツと音が鳴り響く玉川堂の鎚起作業

玉川堂の「鎚起銅器」製品。その伝統技術を200年に渡っ
て継承している老舗企業

「燕市磨き屋一番館」では、研磨された小型ジェ
ット機の主翼が展示されている

「燕市磨き屋一番館」では「にいがた県央マイスター」が指導にあたる

研磨業の後継者育成などを目的に設
立された「燕市磨き屋一番館」（燕市）

5 電気のふるさと Vol.50

現
場
を
開
放
し
て
交
流
を
深
め
る

『
燕
三
条 

工
場（
こ
う
ば
）の
祭
典
』を
開
催
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る
事　

⑤
燕
三
条
の
工
場
（
こ
う
ば
）

を
、
も
の
づ
く
り
の
聖
地
に
す
る
事
」

の
５
つ
で
あ
る
。

　

今
後
も
、
こ
の
指
針
を
各
工
場
に
浸

透
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
大
事
だ
と
い
う
。

　

工
場
で
作
る
も
の
は
、
最
終
的
に
消

費
者
の
手
に
渡
る
も
の
だ
。
だ
が
、
閉

じ
ら
れ
た
空
間
か
ら
は
、「
消
費
者
」
と

い
う
存
在
が
見
え
に
く
い
。
そ
れ
が
、

工
場
を
開
き
、
消
費
者
と
繋
が
っ
て
、

消
費
者
の
こ
と
を
考
え
て
モ
ノ
を
作
る

　

第
1
回
の
開
催
か
ら
、
変
わ
ら
ぬ
コ

ン
セ
プ
ト
は
「
工
場
で
人
を
繋
げ
る
」

と
い
う
も
の
だ
。
第
1
回
目
の
実
行
委

員
長
で
、
包
丁
製
造
業
の
経
営
者
で
あ

る
曽そ

ね根
忠た

だ
ゆ
き幸
さ
ん
の
意
見
だ
っ
た
。

　
「
こ
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
、
も
の
す
ご

く
大
事
な
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
地
域
で
作
ら
れ
る
商
品
は
、
価
格

帯
の
高
い
も
の
が
多
い
の
で
、
単
純
な

価
格
競
争
で
は
不
利
で
す
。
し
か
も
少

人
数
の
事
業
所
が
多
い
の
で
、
経
営
資

源
が
乏
し
く
、
新
商
品
を
逐
一
出
す
こ

と
も
簡
単
で
は
な
い
。
そ
れ
以
外
の
道

で
販
路
を
確
保
す
る
と
な
っ
た
と
き

に
、
や
は
り
消
費
者
に
〝
フ
ァ
ン
〞
に

な
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
必
要
な
の
で
す
」

と
語
る
の
は
、
最
初
の
立
ち
上
げ
か
ら

現
在
ま
で
携
わ
っ
て
き
た
、
三
条
市
商

工
課
の
澁し

ぶ

谷や

一か
ず

真ま

さ
ん
だ
。

　
「
来
場
者
の
数
を
み
れ
ば
多
い
ほ
う

が
嬉
し
い
で
す
が
、
単
純
に
数
だ
け
が

目
の
来
場
者
は
約
１
万
２
，０
０
０
人
、

第
3
回
目
は
約
２
万
人
、
第
４
回
目
は

約
３
万
５
，０
０
０
人
、
第
5
回
目
の
本

年
度
は
5
万
人
を
超
え
る
大
規
模
な
イ

ベ
ン
ト
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

第
1
回
の
実
行
委
員
会
事
務
局
は
三

条
市
だ
け
だ
っ
た
が
、
2
回
目
以
降
は

三
条
市
・
燕
市
の

行
政
、
そ
れ
に
両

市
の
商
工
会
議
所

な
ど
の
出
資
に
よ

り
設
立
さ
れ
た
公

益
財
団
法
人
燕
三

条
地
場
産
業
振
興

セ
ン
タ
ー
が
加
わ

っ
て
運
営
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。

　

第
４
回
か
ら
は
、「
工こ

う

場ば

」
に
「
耕こ

う

場ば

」

「
購こ

う

場ば

」が
加
わ
り
、「
K
O
U
B
A
」
に

対
象
が
広
が
っ
た
。

　

燕
・
三
条
地
域
で
は
、
農
業
は
昔
か

ら
盛
ん
で
、
果
樹
栽
培
に
も
力
を
入
れ

て
き
て
い
た
。
ま
た
、
食
器
を
製
造
し

て
い
る
こ
と
も
あ
り
、「
食
」
と
い
う

キ
ー
ワ
ー
ド
を
通
じ
て
金
属
加
工
業
は

農
業
と
も
繋
が
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う

ス
ト
ー
リ
ー
を
持
た
せ
つ
つ
、
農
業
も

燕
・
三
条
地
域
の
産
業
の
一
体
と
し
て

P
R
し
た
い
と
、
農
家
も
「
耕
場
」
と

し
て
対
象
に
加
え
た
。

　

ま
た
、「
購
入
」
の
場
を
イ
ベ
ン
ト

に
組
み
入
れ
た
の
は
、
製
品
の
流
通
事

情
に
よ
り
、
直
接
製
品
を
販
売
で
き
な

い
工
場
が
多
い
中
、
工
場
で
作
っ
て
い

る
製
品
を
購
入
し
た
い
と
い
う
お
客
さ

ん
の
要
望
を
か
な
え
る
た
め
、
金
物
の

販
売
を
行
う
小
売
店
を
中
心
に
対
象
に

加
え
た
。

　

第
２
回
か
ら
は
、
工
場
見
学
・
体
験

の
ほ
か
に
、
様
々
な
テ
ー
マ
を
設
け
た

オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
バ
ス
ツ
ア
ー
も
開
催
し

て
い
る
。

重
要
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど

れ
だ
け
消
費
者
と
職
人
と
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
で

き
た
か
、
ス
ト
ー
リ
ー
を
伝

え
ら
れ
た
か
な
ど
を
、
大
事

に
し
た
い
の
で
す
」

　

来
場
者
と
思
い
を
共
有
す

る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
と
、

本
年
度
の
実
行
委
員
長
で
あ

り
、
金
型
製
造
会
社
の
経
営

者
の
武た

け

田だ

修お
さ

美み

さ
ん
も
口
を
揃
え
る
。

　

現
在
、
燕
・
三
条
に
は
約
4
，0
0
0

社
の
事
業
者
が
い
る
が
、今
年
度
は
、そ

の
う
ち
1
0
3
社
が
第
５
回
「
燕
三
条

工こ
う

場ば

の
祭
典
」に
参
加
し
た
。第
1
回
に

比
べ
る
と
大
幅
な
増
加
で
あ
る
。
し
か

し
、
す
べ
て
の
事
業
者
が
参
加
す
れ
ば

よ
い
わ
け
で
は
な
い
。
多
く
の
事
業
者

の
な
か
で
、
技
術
力
の
な
い
会
社
も
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
が
参
加
し
て

も
、イ
ベ
ン
ト
の
質
を
下
げ
て
し
ま
う
。

　

そ
の
た
め
、「
工
場
で
人
を
繋
げ
る
」

と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
と
、
５
つ
の
ス
テ

ー
ト
メ
ン
ト
に
よ
る
行
動
指
針
に
基
づ

い
て
、イ
ベ
ン
ト
が
運
営
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
は
、「
①
工
場
（
こ
う
ば
）
で

は
誇
り
を
持
っ
て
何
事
も
全
力
で
取
り

組
む
事　

②
工
場
（
こ
う
ば
）
で
も
の

づ
く
り
の
本
質
を
人
々
に
体
感
し
て
も

ら
う
事　

③
工
場
（
こ
う
ば
）
が
活
性

化
す
る
こ
と
で
、
地
元
の
雇
用
に
貢
献

す
る
事　

④
工
場
（
こ
う
ば
）
で
の
仕

事
が
子
供
達
に
と
っ
て
憧
れ
や
夢
と
な

「第5回燕三条 工場（KOUBA）の祭典」
の実行委員長・㈱MGNET代表取締役　
武田修美さん

三条市商工課主任 澁谷一真さん

「耕場」のひとつ宮路農場（燕市）

野菜を育てる畑はすべて水田からの転換。
主な栽培はアスパラガスの「宮路農場」

「近藤製作所」のモットーは
「道具の良さは作業性の良さ」

創業100余年で鍛冶屋としての技術を代々継承している
「近藤製作所」（三条市）

三条に伝わる鍛造技術を継承しながら
常に新しいチャレンジを続ける
「庖丁工房タダフサ」（三条市）

「庖丁工房タダフサ」会長の曽根忠一郎
さん。息子の忠幸社長は第1回の「工場
の祭典」実行委員長でもある
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実
は
、
三
条
市
と
燕
市
は
、
江
戸
時

代
に
商
人
と
職
人
間
の
商
売
で
、
領
主

に
訴
え
て
争
っ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。

今
は
、
燕
市
と
三
条
市
を
行
き
来
し
な

い
と
経
済
圏
と
し
て
は
成
り
立
た
た
ず
、

若
い
世
代
に
と
っ
て
は
燕
・
三
条
の
間

の
壁
と
い
う
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
し

か
し
、一
部
の
年
配
の
世
代
の
中
に
は
、

ま
だ
そ
の
壁
は
残
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

　

三
条
市
の
事
業
者
は
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン

グ
や
商
品
開
発
を
昔
か
ら
問
屋
に
依
存

し
て
い
た
た
め
、
相
対
的
に
は
事
業
者

の
経
営
立
て
直
し
な
ど
を
、
自
ら
積
極

的
に
実
施
し
て
い
く
傾
向
が
少
な
く
、

行
政
も
産
業
の
立
て
直
し
に
熱
心
だ
っ

た
。

　

一
方
、
燕
市
の
事
業
者
は
、
以
前
か

ら
販
路
開
拓
や
商
品
開
発
を
自
前
で
行

っ
て
い
る
事
業
者
が
多
く
、「
日
本
金

属
洋
食
器
工
業
組
合
」
な
ど
の
大
き
い

組
合
が
燕
市
に
あ
る
な
ど
、
製
造
事
業

者
側
が
自
ら
販
路
開
拓
に
頑
張
っ
て
い

る
ま
ち
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
行
政
に

よ
る
事
業
者
へ
の
支
援
が
そ
れ
ほ
ど
必

要
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

　

こ
の
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
に
よ
っ
て
、

行
政
間
連
携
の
ハ
ー
ド
ル
が
相
当
低
く

な
っ
た
と
、
三
条
市
の
澁
谷
さ
ん
は
感

じ
て
い
る
。
燕
市
の
事
業
者
さ
ん
か
ら

行
政
へ
の
働
き
か
け
が
あ
っ
た
か
ら
こ

そ
動
け
た
こ
と
も
大
き
い
。
ま
た
、
実

行
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
の
平
均
年
齢
が

40
代
と
若
く
、
一
体
で
地
域
を
盛
り
上

げ
て
い
こ
う
と
い
う
気
運
は
高
い
。

　
「
こ
の
地
域
の
地
場
産
業
全
体
の
振

興
を
考
え
て
い
く
と
き
に
、
燕
・
三
条

一
体
で
考
え
る
と
い
う
こ
と
が
、
今
や

当
た
り
前
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
こ

の
イ
ベ
ン
ト
の
効
果
に
よ
る
も
の
だ
と

思
い
ま
す
」
と
澁
谷
さ
ん
は
言
う
。

　

第
4
回
ま
で
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
、
行
政
が
実
行
委
員
会
事
務
局
を
引

っ
張
っ
て
き
た
が
、
第
5
回
で
は
、
任

せ
ら
れ
る
部
分
は
事
業
者
側
に
任
せ
る

よ
う
に
し
た
。「
今
後
は
こ
の
取
り
組

み
が
行
政
の
手
を
な
る
べ
く
離
れ
、
事

業
者
だ
け
で
回
し
て
い
け
る
よ
う
に
な

れ
ば
理
想
」
と
の
こ
と
だ
。

　

た
だ
、課
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

「
オ
ー
プ
ン
フ
ァ
ク
ト
リ
ー
」
は
、
防

っ
て
い
た
の
は
、〝
巡
礼
〞
と
い
う
言

葉
だ
そ
う
だ
。一
般
的
に
巡
礼
と
は「
宗

教
の
聖
地
や
聖
域
に
参
詣
し
て
、
聖
な

る
も
の
に
よ
り
接
近
し
よ
う
と
す
る
宗

教
的
行
為
」を
言
う
。
そ
の
意
味
で
は
、

技
術
を
極
め
よ
う
と
不
断
の
努
力
を
す

る
「
造
り
手
」
と
、
そ
れ
に
魅
せ
ら
れ

た
「
使
い
手
」
が
交
わ
る
場
が
、「
も

の
づ
く
り
の
聖
地
に
な
る
事
」
を
目
指

す
『
工
場
（
K
O
U
B
A
）
の
祭
典
』

な
の
だ
ろ
う
。
Ｋ
Ｏ
Ｕ
Ｂ
Ａ
は「
交
場
」

の
意
味
も
持
つ
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

観
光
は
「
光
を
観
る
」
と
書
く
。
地

域
資
源
と
い
う
光
を
磨
く
人
、
そ
れ
に

魅
せ
ら
れ
る
人
と
の
間
に
起
こ
る
〝
触

発
〞
が
新
た
な
価
値
を
生
む
と
い
う
意

味
で
、
こ
の
「
交
場
」
は
、
燕
・
三
条

地
域
で
今
後
ど
の
よ
う
な
「
輝
き
」
を

見
せ
て
く
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
オ
ー
プ
ン
フ
ァ
ク

ト
リ
ー
」
は
、
い
わ
ゆ

る
「
産
業
観
光
」
に
位

置
付
け
ら
れ
る
の
が
一

般
的
だ
。
し
か
し
、
こ

の
イ
ベ
ン
ト
は
、
そ
の

括
り
だ
け
で
は
捉
え
き

れ
な
い
印
象
が
あ
る
。

　
「
自
分
た
ち
が
大
事

に
し
、
誇
り
に
し
て
い

る
工
場
・
技
術
が
あ
り
、

そ
の
良
さ
を
共
有
で
き

る
外
部
の
人
た
ち
に
工

場
を
巡
っ
て
も
ら
う
」

と
い
う
意
味
で
、
実
行

委
員
の
1
人
が
以
前
言

よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
来
場
者
の
生
の

声
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
職
人
た
ち
の

プ
ラ
イ
ド
が
高
ま
っ
て
い
く
。
そ
し
て

後
継
者
も
育
っ
て
い
く
。

　

こ
う
し
た
こ
と
が
こ
の
5
年
間
の
成

果
だ
と
、
武
田
さ
ん
は
言
う
。

塵
対
策
や
、
製
品
や
技
術
の
情
報
漏
え

い
防
止
策
な
ど
、
新
た
な
負
担
を
工
場

側
に
課
す
こ
と
が
多
い
。

　

ま
た
、
見
学
の
受
け
入
れ
人
数
を
超

え
て
の
来
場
で
、
説
明
ガ
イ
ド
が
不
足

す
る
こ
と
や
、
駐
車
場
不
足
を
危
惧
す

る
工
場
も
あ
る
。
実
際
に
、
オ
ー
プ
ン

に
し
て
い
る
工
場
は
全
体
の
数
パ
ー
セ

ン
ト
に
過
ぎ
な
い
。

　
「
最
終
製
品
だ
け
で
伝
わ
ら
な
い
ス

ト
ー
リ
ー
を
ど
う
や
っ
て
伝
え
る
か
を

考
え
た
と
き
、
た
ど
り
着
く
答
え
の
ひ

と
つ
が
工
場
見
学
で
す
。
た
だ
、
必
ず

し
も
『
工
場
の
祭
典
』
で
工
場
を
オ
ー

プ
ン
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
と
い
う

訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
た
ち
が
イ

ベ
ン
ト
に
参
加
す
る
意
味
を
、
そ
れ
ぞ

れ
の
企
業
が
考
え
る
こ
と
が
大
事
だ
と

思
い
ま
す
」
と
武
田
さ
ん
は
語
る
。

三条市の研修施設で後継者の育成やものづくり体験、総合学習の場として活用
されている「三条鍛冶道場」

創業は1771年。酒蔵から味噌蔵開業の歴史をもつ
「越後味噌醸造」（燕市）

金型工場の子会社として製造だけでなく
企画・開発・販売などを手掛ける「MGNET」（燕市）

精度の高い技術力が注目されている「武田金型製作所」（燕市）
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