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　「
竹
工
芸
名
品
展
」の
出
品
作
家
で
あ
る
四
代
田
辺
竹
雲
斎
氏
は
、
竹
を
自
在
に
組
ん
だ
構
造
体

で
、
有
機
的
な
フ
ォ
ル
ム
が
意
思
を
持
っ
て
建
物
を
侵
食
す
る
か
の
よ
う
な
巨
大
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン

を
展
開
し
て
い
る
。
展
示
が
終
わ
る
と
、
解
体
さ
れ
た
竹
材
の
大
部
分
は
別
の
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン 

で
再
び
利
用
さ
れ
る
。
田
辺
氏
が
用
い
る
竹
は
、
虎
の
よ
う
な
独
特
の
斑
紋
の
あ
る「
土と

佐さ

虎と
ら

斑ふ

竹だ
け

」

で
、
高
知
県
須
崎
市
の
限
ら
れ
た
地
域
で
育
っ
た
竹
に
の
み
美
し
い
模
様
が
現
れ
る
と
い
う
。
本
稿

で
は
、
そ
の
虎
斑
竹（
虎
竹
）を
中
心
に
竹
材
の
販
売
・
製
造
を
行
う
山
岸
義
浩
氏（「
竹
虎
」四
代
目
社

長
）に
、
竹
を
め
ぐ
る
現
在
の
状
況
を
お
話
し
い
た
だ
い
た
。

│
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
よ
う
な
新
素
材
が
次
々
に
開
発
さ
れ
、

竹
が
身
近
な
も
の
と
い
う
感
覚
は
薄
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

　
竹
は
た
っ
た
三
年
で
素
材
と
し
て
ま
た
使
え
る
よ
う

に
な
る
ほ
ど
成
長
が
早
く
、
継
続
利
用
が
可
能
な
天
然

資
源
で
す
。
そ
の
種
類
は
日
本
だ
け
で
も
六
〇
〇
種
と

も
言
わ
れ
、
主
た
る
竹
材
は
孟
宗
竹
と
真
竹
と
淡は

竹ち
く

の

三
大
有
用
竹
。
軽
い
だ
け
で
な
く
直
進
性
と
柔
軟
性
を

併
せ
持
つ
の
で
、
加
工
性
が
高
く
、
衣
食
住
す
べ
て
の
面

で
日
本
人
の
生
活
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
で
し
た
。

　
こ
こ
数
十
年
の
あ
い
だ
で
、
竹
は
忘
れ
ら
れ
て
き
た

と
思
い
ま
す
。
森
林
王
国
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
森
林
面
積

の
広
い
日
本
で
す
が
、
竹
林
は
そ
の
う
ち
の
わ
ず
か
〇
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
。
竹
は
人
が
必
要
に
応
じ
て

生
活
圏
の
近
く
に
植
え
て
増
や
し
て
き
た
の
で
多
い
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
面
積
と
し
て
は
広
く
あ
り

ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
竹
が
生
え
て
い
た
と
こ
ろ
に
は
、
近
く
に
必
ず
人
が
住
ん
で
い
た
の
で
す
。
縄
文

時
代
の
遺
跡
か
ら
も
竹
籠
が
発
見
さ
れ
る
よ
う
に
、
竹
は
数
千
年
前
か
ら
日
本
人
の
生
活
を
助
け
る

だ
け
で
な
く
、
食
料
と
し
て
、
ま
た
防
災
の
た
め
に
も
不
可
欠
だ
っ
た
の
で
す
。
幼
い
頃
か
ら「
地
震
の

時
は
竹
林
に
逃
げ
ろ
」と
習
っ
て
き
ま
し
た
。
竹
は
天
然
の
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
、

縦
横
無
尽
に
根
を
張
っ
て
し
っ
か
り
土
を
ホ
ー
ル
ド
し
ま
す
。
し
か
し
放
置
さ
れ
た
竹
林
で
は
、「
浮

き
根
」と
言
っ
て
根
が
生
え
す
ぎ
て
深
く
ま
で
張
れ
ま
せ
ん
。
最
近
の
豪
雨
で
竹
林
の
山
に
土
砂
崩

れ
が
多
い
の
は
そ
の
せ
い
で
す
。
昔
は
護
岸
の
た
め
に
川
に
沿
っ
て
竹
を
植
え
て
い
ま
し
た
。
た
と
え

ば
株
立
ち
で
育
つ
南
方
系
の
蓬
莱
竹
は
、
畑
や
家
ま
で
広
が
ら
な
い
の
で
重
宝
さ
れ
、
豪
雨
被
害
の

多
い
高
知
で
は
山
の
境
界
線
や
流
れ
の
早
い
川
の
曲
が
り
角
に
使
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
飛
行
機
で
上

空
か
ら
見
る
と
、
関
東
で
も
氾
濫
の
危
険
が
大
き
い
曲
が
り
く
ね
っ
た
川
ほ
ど
、
周
り
に
竹
が
植
え
ら

れ
て
い
る
の
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
れ
は
誰
か
が
命
を
守
る
た
め
に
植
え
た
の
で
す
。
竹
が
ど
れ
ほ
ど
人

や
財
産
を
守
っ
て
き
た
か
、
と
思
い
ま
す
。

　
孟
宗
竹
の
竹
林
が
放
置
さ
れ
、
周
囲
の
植
生
を
破
壊
す
る「
竹
害
」が
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、

そ
れ
は
竹
が
悪
い
の
で
は
な
く
、
間
伐
せ
ず
に
管
理
を
放
棄
し
た
人
間
の
せ
い
で
す
。
虎
竹
の
里
は
一

般
の
登
山
道
で
も
な
い
の
に
、
江
戸
時
代
か
ら
ず
っ
と
毛
細
血
管
の
よ
う
に
た
く
さ
ん
の
道
が
の
び
て

い
ま
す
。
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
と
違
い
、
山
道
は
一
年
手
入
れ
し
な
い
だ
け
で
草
木
が
生
え
放
題
に
な
り
、

雨
が
降
れ
ば
鉄
砲
水
で
す
ぐ
に
地
面
が
崩
れ
ま
す
。
道
が
あ
る
の
は
、
う
ち
の
父
も
そ
の
先
代
も
同
じ

と
こ
ろ
を
通
っ
て
虎
竹
を
採
っ
て
き
た
と
い
う
証
、
こ
れ
は
す
ご
い
こ
と
で
す
。

│
竹
は
道
具
以
外
の
使
い
道
も
幅
広
い
で
す
ね
。

　
た
と
え
ば
京
都
に
は
た
く
さ
ん
の
竹
林
が
あ
り
ま
す
が
、
あ
れ
は
ほ
と
ん
ど
筍
の
た
め
の「
畑
」で

す
。
そ
の
場
合
は
、
筍
に
日
光
を
当
て
な
い
と
育
た
な
い
の
で
竹
を
間
引
き
し
ま
す
。
竹
林
と
は
い

え
、逆
に
竹
の
葉
が
繁
っ
て
い
る
と
困
る
の
で
竹
の
先
端
を
切
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
も
う
ひ
と
つ
が
、

竹
林
を
そ
の
ま
ま
観
賞
用
に
手
入
れ
し
た「
庭
」と
し
て
の
竹
林
。
竹
材
を
採
る
た
め
の
竹
林
と
は
異

な
り
ま
す
。
し
か
し
私
の
い
る
高
知
県
も
含
め
、山
深
い
場
所
の
竹
林
は
ほ
と
ん
ど
放
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
日
本
で
竹
製
品
の
需
要
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
。
昔
は
農
作
業
の
道
具
や
壁
竹
に
使
わ
れ

ま
し
た
が
、
今
は
外
国
か
ら
安
く
輸
入
さ
れ
、
国
産
の
竹
が
使
わ
れ
る
こ
と
は
ま
ず
あ
り
ま
せ
ん
。 

建
築
資
材
と
し
て
の
竹
も
海
外
か
ら
の
安
い
輸
入
品
に
頼
っ
て
い
ま
す
。
食
用
の
筍
の
た
め
の
竹
林

素
材
と
し
て
の
竹 

│
山
岸
義
浩
氏
に
聞
く

「
竹
工
芸
名
品
展
：
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ア
ビ
ー
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
─
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
所
蔵
」

会
期
：
二
〇
一
九
年
九
月
十
三
日
─
十
二
月
八
日
　
会
場
：
工
芸
館虎竹
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は
ま
だ
あ
り
ま
す
が
、
作
家
や
職
人
が
竹
工
芸
な
ど
に
使
う
量
は
ご
く
わ
ず
か
な
の
で
、
竹
材
の
た
め

に
管
理
さ
れ
た
竹
林
は
ほ
ぼ
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。

│
虎
斑
竹（
虎
竹
）に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　
虎
斑
竹
は
植
物
学
者
の
牧
野
富
太
郎
博
士
が
命
名
し
た
も
の
で
す
。
不
思
議
な
こ
と
に
他
の
場
所

に
移
植
し
て
も
虎
模
様
が
出
ず
、
高
知
県
須
崎
市
で
も
わ
ず
か
間
口
一
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
い
う
狭

い
谷
間
で
し
か
う
ま
く
成
育
し
ま
せ
ん
。
初
代
の
曽
祖
父
は
、
一
八
九
四
年
に
大
阪
で
竹
材
商
を
始

め
ま
し
た
。
太
平
洋
戦
争
で
大
阪
の
竹
工
場
が
焼
け
野
原
に
な
り
、
二
代
が
母
方
の
実
家
の
あ
っ
た

安
和（
現
在
の
高
知
県
須
崎
市
）で
再
出
発
し
、
戦
後
に
今
の
会
社
を
作
り
ま
し
た
。
私
は
虎
竹
に
惹
か

れ
る
と
い
う
よ
り
、
生
ま
れ
た
時
か
ら
虎
模
様
の
あ
る
も
の
が
竹
だ
と
思
っ
て
育
ち
ま
し
た
。
こ
の
独

特
の
模
様
は
土
中
の
特
殊
な
細
菌
の
せ
い
と
も
言
わ
れ
ま
す
が
、
潮
風
や
気
候
な
ど
様
々
な
要
因
が

影
響
し
ま
す
。
近
年
の
温
暖
化
の
影
響
か
、
色
づ
き
が
悪
く
な
っ
て
き
た
こ
と
が
心
配
で
す
。

│
竹
の
良
し
悪
し
は
、
人
の
目
で
見
分
け
る
の
で
す
ね
。

　
小
規
模
で
す
が
、
今
も
職
人
の
目
利
き
で
採
り
ま
す
。
私
が
扱
う
虎
竹
に
つ
い
て
言
え
ば
、
竹
屋
自

体
が
も
う
ほ
と
ん
ど
お
ら
ず
、
生
産
量
も
こ
こ
三
十
年
で
圧
倒
的
に
減
っ
て
い
ま
す
。
最
大
の
理
由
は
、

需
要
の
減
少
。
使
い
手
が
い
な
け
れ
ば
作
り

手
も
減
り
、
作
り
手
の
た
め
の
材
料
屋
も
売

れ
な
い
の
で
食
べ
て
い
け
な
い
、
す
る
と
山
の

伐
り
手
も
い
な
く
な
っ
て
、
ま
た
生
産
量
が

落
ち
て
く
る
…
…
と
い
う
こ
と
で
す
。
竹
は

た
く
さ
ん
採
れ
る
の
で
す
が
、色
の
い
い
虎
竹

は
年
々
減
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
歩
留
ま
り

が
悪
く
な
る
。
そ
れ
で
も
竹
林
の
山
を
維
持

す
る
た
め
に
、
売
り
物
に
な
ら
な
い
竹
で
あ
っ

て
も
伐
っ
て
山
出
し
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
色
づ
き
の
良
く
な
い
竹
を
間
引
き
な
が

ら
伐
る
の
で
労
力
は
減
ら
ず
、
売
れ
な
い
の

が
わ
か
っ
て
い
て
も
山
か
ら
竹
を
下
ろ
さ
な

い
と
い
け
な
い
、
厳
し
い
状
況
で
す
。

　「
旬
の
良
い
竹
」、「
旬
の
悪
い
竹
」と
言
う
の
で
す
が
、
伐
採
時
期
に
よ
っ
て
竹
は
虫
や
カ
ビ
が
つ
き

や
す
く
な
り
ま
す
。
最
適
な
の
は
秋
か
ら
冬
で
、
私
の
と
こ
ろ
で
は
伐
る
の
は
一
月
末
ま
で
と
い
う
厳

格
な
ル
ー
ル
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
模
様
、
太
さ
、
傷
な
ど
に
よ
っ
て
選
別
を
し
、
そ
の
後
、
油
抜
き

や
矯た

め
直
し
な
ど
の
製
竹
作
業
を
行
い
ま
す
。
竹
を
伐
っ
て
終
わ
り
、
で
は
な
い
の
で
す
。
虎
竹
は
淡

竹
の
仲
間
な
の
で
表
面
に
白
く
蝋
を
ふ
い
た
よ
う
な
層
が
あ
り
、
そ
の
ま
ま
で
は
模
様
は
は
っ
き
り
し

ま
せ
ん
。
バ
ー
ナ
ー
で
油
抜
き
す
る
と
竹
に
含
ま
れ
る
油
分
が
吹
き
出
し
て
き
て
よ
う
や
く
斑
紋
が
現

れ
ま
す
。
取
引
時
は
ま
だ
油
抜
き
を
し
て
い
な
い
の
で
、
そ
の
状
態
で
竹
の
良
し
悪
し
を
見
分
け
る
に

は
長
年
の
経
験
が
必
要
で
す
。

│
四
代
田
辺
竹
雲
斎
氏
の
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、
す
べ
て
虎
竹
で
作
ら
れ
て
い
ま
す
ね
。
独
特
の
模
様
や
他

の
土
地
で
は
育
た
な
い
神
秘
性
に
惹
か
れ
て
虎
竹
を
使
い
は
じ
め
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。
二
〇
〇
〇
年
に
初
め
て
山

岸
さ
ん
の
竹
林
を
訪
ね
ら
れ
た
と
か
。

　
そ
れ
以
前
か
ら
田
辺
さ
ん
の
こ
と
は
知
っ
て
い
ま
し
た
が
、
虎
竹
を
実
際
に
見
に
来
ら
れ
て
。
わ
ざ

わ
ざ
竹
林
に
足
を
運
ぶ
方
は
少
な
い
の
で
竹
へ
の
愛
情
を
感
じ
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
イ
ン
ス
タ
レ
ー

シ
ョ
ン
に
使
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
初
め
て
拝
見
し
た
の
が
二
〇
一
二
年
、
正
木
美
術
館
で
の 

《
天
と
地
》だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
竹
が
一
番
美
し
い
と
思
う
の
は
、
や
は
り
竹
林
の
姿
。
竹
が
製
品
に

な
っ
た
後
も
、
竹
そ
の
ま
ま
の
美
し
さ
を
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
も
の
が
私
は
好
き
で
す
。

│
近
年
、
海
外
で
竹
工
芸
が
注
目
さ
れ
る
背
景
に
も
、
共
通
す
る
感
覚
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
竹
が
自
生

し
な
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
で
は
、
日
本
や
ア
ジ
ア
を
想
起
さ
せ
る
竹
林
の
イ
メ
ー
ジ
が
常
に
作
品
と
重
な
っ
て

い
る
の
で
は
。

　
そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
す
が
、
日
本
の
竹
は
日
本
人
に
そ
の
価
値
を
認
め
ら
れ
、
手
に
取
っ
て

使
っ
て
も
ら
っ
て
こ
そ
意
味
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
生
ま
れ
持
っ
た
感
性
が
備
わ
っ
て
い
る
の
か
と
思

う
ほ
ど
、日
本
人
は
若
い
人
で
も
竹
を
見
る
厳
し
い
目
を
持
っ
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。
竹
は
神
事
な
ど

神
聖
な
道
具
と
し
て
も
用
い
ら
れ
ま
す
が
、
脱
穀
に
使
う
箕み

な
ど
農
具
や
台
所
用
具
と
い
っ
た
あ
り

と
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
使
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
箕
は
あ
れ
ほ
ど
美
し
い
形
な
の
に
作
り
手
の
名
前
は
決

し
て
出
て
こ
な
い
、
光
が
当
た
っ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
歴
史
も
忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
海
外
で

ア
ー
ト
と
し
て
評
価
さ
れ
る
の
は
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
す
。
そ
れ
と
同
時
に
、
日
本
で
も
再
び
竹
に
目

を
向
け
て
も
ら
え
る
機
会
が
増
え
れ
ば
と
願
っ
て
い
ま
す
。
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山出しの様子


