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竹
工
芸
の
現
在
と
そ
の
魅
力

島
崎
慶
子

　
二
〇
一
九
年
五
月
に
大
分
県
立
美
術
館
か
ら
始
ま
っ
た「
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
」が
現
在
は
東
京
国
立
近
代
美
術
館
工

芸
館
に
巡
回
中
で
、
十
二
月
下
旬
に
は
大
阪
市
立
東
洋
陶
磁
美
術
館
へ
と
会
場
を
移
す
。
本
展
は
、

二
〇
一
七
年
度
に
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
で
好
評
を
博
し
た
企
画
展
を
も
と
に
、
ア
メ
リ
カ
の
コ
レ

ク
タ
ー
で
あ
る
ア
ビ
ー
夫
妻
が
蒐
集
し
た
竹
工
芸
作
品
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
本
展
以
前
に

国
内
を
巡
回
し
た
竹
工
芸
展
と
い
え
ば
、
二
〇
〇
三
年
に
開
催
さ
れ
た「
竹
の
造
形

│
ロ
イ
ド
・

コ
ッ
ツ
ェ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
」が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
九
九
九
年
か
ら
二
〇
〇
二
年
ま
で
ア
メ
リ
カ
国

内
六
都
市
を
巡
回
し
た
展
覧
会
を
日
本
に
持
っ
て
き
た
も
の
で
、
日
本
国
内
で
は
大
分
市
美
術
館
、

新
潟
市
美
術
館
、
松
坂
屋
美
術
館
、
細
見
美
術
館
、
広
島
県
立
美
術
館
、
日
本
橋
三
越
の
六
会
場
を

回
り
、
ア
メ
リ
カ
の
化
粧
品
大
手
ニ
ュ
ー
ト
ロ
ジ
ー
ナ
社
の
社
長
を
務
め
、
テ
キ
ス
タ
イ
ル
の
蒐
集
家

で
も
あ
っ
た
コ
ッ
ツ
ェ
ン
氏
が
四
十
年
以
上
に
わ
た
っ
て
蒐
集
し
た
竹
工
芸
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
紹
介
し

た
。
当
時
、
竹
工
芸
に
傾
注
し
た
ア
メ
リ
カ
の
蒐
集
家
は
コ
ッ
ツ
ェ
ン
氏
を
は
じ
め
少
数
存
在
し
た
と

い
う
が
、
こ
の
米
六
都
市
巡
回
展
は
竹
工
芸
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
で
の
関
心
を
高
め
、
そ
の
後
、
現
役

作
家
の
個
展
な
ど
作
品
発
表
の
機
会
も
日
本
国
内
よ
り
も
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
し
た
欧
米
に
開
か
れ

て
い
っ
た
。
そ
れ
ら
が
、
海
外
で
の
蒐
集
を
促
し
、
コ
ッ
ツ
ェ
ン
展
か
ら
約
二
十
年
を
経
て
今
回
の 

ア
ビ
ー
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
へ
つ
な
が
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
竹
工
の
歴
史
が
あ
る
大
分
や
栃
木
を
除
け
ば
、
竹
工
芸
展
が
国
内
で
開
催
さ
れ
る
機
会
は
限
ら
れ

て
い
る
。
都
内
の
美
術
館
が
企
画
し
た
展
示
と
し
て
は
二
展
が
あ
る
の
み
で
、
一
九
八
五
年
に
東
京

国
立
近
代
美
術
館
工
芸
館
で
開
催
さ
れ
た「
竹
の
工
芸

│
近
代
に
お
け
る
展
開
」以
降
、
二
〇
一
八

年
に
菊
池
寛
実
記
念 

智
美
術
館
で
開
催
し
た「
線
の
造
形
、
線
の
空
間

│
飯い

い

塚づ
か

琅ろ
う

玕か
ん

齋さ
い

と
田
辺

竹
雲
斎
で
め
ぐ
る
竹
工
芸
」が
三
十
三
年
振
り
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
国
内
を
巡

回
す
る
今
回
の
よ
う
な
規
模
の
展
覧
会
は
、
海
外
で
の
注
目
や
活
況
を
も
と
に
こ
そ
開
催
さ
れ
る
と

言
え
る
。

　
で
は
、
欧
米
の
人
々
は
、
竹
の
造
形
を
ど
の
よ
う
な
視
点
で
鑑
賞
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
日
本
の
文

化
や
古
美
術
へ
の
興
味
、ま
た
は
、素
材
と
造
形
に
感
じ
る
東
洋
的
な
魅
力
、他
に
も
、バ
ス
ケ
タ
リ
ー

を
は
じ
め
と
し
た
テ
キ
ス
タ
イ
ル
の
見
地
か
ら
、
現
代
美
術
の
方
向
か
ら
な
ど
、
当
然
、
切
り
口
は
人

に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
欧
米
に
は
竹
が
自
生
し
な
い
た
め
、
竹
を
素
材
と
し
た
高
度
な
編
組
技
術
に
よ

る
造
形
物
が
身
近
で
は
な
い
故
に
魅
力
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
言
え
そ
う
で
あ
る
。
一
方
、
日
本
人
に

と
っ
て
竹
素
材
は
あ
ま
り
に
生
活
に
親
し
く
、「
寧
ろ
親
し
さ
を
通
り
越
し
て
忘
れ
ら
れ
て
い
る
場
合

の
方
が
多
い
」、
と
は
大
正
か
ら
昭
和
の
前
半
に
活
躍
し
た
竹
工
芸
作
家
、
飯
塚
琅
玕
齋
の
弁
で
あ

り
、
竹
と
い
う
素
材
そ
の
も
の
に
特
別
な
価
値
を
見
出
し
に
く
い
の
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
竹
素
材
の
道

具
は
、
籠
や
笊ざ

る

な
ど
の
日
用
道
具
や
農
業
、
漁
業
道
具
、
茶
道
具
な
ど
と
し
て
多
岐
に
わ
た
っ
て
日
本

人
の
生
活
、
文
化
に
根
差
し
て
お
り
、
竹
工
や
竹
細
工
へ
の
認
知
度
は
高
い
。
し
か
し
、
そ
こ
に
伝
統

の
技
術
の
み
な
ら
ず
、
制
作
者
の
創
造
性
ま
で
も
求
め
る
竹
工
芸
の
存
在
は
一
般
的
に
知
ら
れ
て
い

る
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
竹
工
芸
の
作
品
は
、
竹
を
割
り
削
っ
て
加
工
し
た
多
様
な「
線
」を
編
み
、
組
ん
で
形
作
ら
れ
る
。

竹
は
中
空
で
真
っ
直
ぐ
に
割
り
易
く
、
強
い
反
発
力
を
持
つ
た
め
、
竹
材
の「
線
」に
は
明
快
さ
と
勢

「
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

長倉健一《花入 女（ひと）》2018年
The Abbey Collection, “Promised Gift of Diane and 
Arthur Abbey to The Metropolitan Museum of Art.”
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い
が
生
じ
、
造
形
に
は
そ
の
力
感
が
内
包
さ
れ
る
。
制
作
は
竹
材
の
加
工
か
ら
始
ま
る
が
、
竹
の
選

別
、
加
工
の
仕
方
と
、
編
み
方
や
造
形
は
緊
密
に
連
関
し
、
作
家
の
創
意
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
竹
材
の
質
感
や
表
情
は
、
割
り
方
、
材
の
幅
や
厚
み
、
面
の
取
り
方
、
節
の
処
理
や
、
染
色
な
ど
の

加
工
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
。
現
在
は
染
色
に
化
学
染
料
を
用
い
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
が
、
柿
渋

な
ど
自
然
染
料
も
使
い
、
色
彩
は
、
茶
褐
色
か
ら
黒
褐
色
を
中
心
に
、
赤
、
黄
、
紫
な
ど
多
様
に
な
っ

て
き
て
い
る
。
ま
た
、
竹
そ
の
も
の
の
魅
力
を
作
品
に
ダ
イ
レ
ク
ト
に
反
映
さ
せ
よ
う
と
考
え
れ
ば
、

染
色
せ
ず
に
用
い
る
こ
と
も
あ
り
、
細
い
竹
で
あ
れ
ば
割
ら
ず
に
丸
い
ま
ま
使
う
こ
と
も
で
き
る
し
、

自
然
に
変
形
し
た
ユ
ニ
ー
ク
な
形
状
を
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

　
編
組
の
方
法
は
竹
材
の
性
質
に
よ
っ
て
変
わ
る
。
細
か
な「
編
み
」は
細
く
薄
い
ひ
ご
で
な
け
れ
ば

難
し
く
、
表
情
豊
か
な
材
を
活
か
そ
う
と
思
え
は
編
み
だ
け
で
な
く
、
か
が
っ
て
固
定
す
る「
組
み
」

で
、
伸
び
や
か
に
線
を
み
せ
る
と
い
う
方
法
も
あ
る
。
そ
し
て
、
編
組
の
造
形
の
特
徴
と
し
て
、
編
み

目
や
組
み
目
の
連
な
り
が
柱
や
梁
と
な
っ
て
構
造
に
な
る
と
同
時
に
、
装
飾
と
も
な
り
、
部
材
同
士
が

そ
の
力
を
拮
抗
さ
せ
て
支
え
合
う
た
め
、
形
状
は
左
右
対
称
に
な
り
易
く
、
竹
の
よ
う
に
反
発
力
の

強
い
材
の
場
合
は
造
形
に
生
じ
る
緊
張
が
大
き
く
な
る
。
ま
た
、
完
成
図
を
想
定
し
な
が
ら
、
構
造
と

し
て
無
理
が
な
く
、
且
つ
見
応
え
の
あ
る
編
組
を
計
画
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
材
は
ど

の
よ
う
な
も
の
か
と
い
う
考
え
方
も
さ
れ
て
い
く
。

　
仕
上
げ
に
漆
を
施
す
が
、
そ
れ
は
竹
材
の
保
護
と
な
り
、
且
つ
、
竹
の
表
情
に
深
み
を
与
え
、
砥
粉

に
よ
る
錆
付
け
を
加
え
れ
ば
編
組
に
立
体
感
を
生
じ
さ
せ
際
立
た
せ
る
役
割
も
担
う
。
ま
た
、
敢
え

て
漆
を
施
さ
な
い
こ
と
で
、
竹
の
野
趣
を
押
し
出
し
た
制
作
と
も
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
素
材
の
魅
力
を
引
き
出
し
な
が
ら
、
そ
の
性
質
を
反
映
さ
せ
た
構
造
体
と
し
て
竹

の
造
形
が
生
み
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
現
在
で
は
籠
形
状
か
ら
用
途
の
な
い
大
型
の
造
形
作
品

ま
で
幅
広
い
制
作
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
幅
広
さ
は
形
状
に
か
か
わ
ら
ず
竹
工
芸
に
用
を
求
め
な
い

欧
米
の
需
要
が
、
現
役
作
家
の
作
品
に
対
し
て
生
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
と
も
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ

う
。
制
作
が
需
要
に
影
響
さ
れ
る
の
は
自
然
な
こ
と
で
あ
り
、
需
要
が
あ
る
の
は
良
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か

し
、一
人
の
作
家
が
年
間
に
作
る
こ
と
の
で
き
る
竹
工
芸
の
大
作
は
多
く
て
四
、
五
点
程
度
で
あ
る
と
い

う
か
ら
、
欧
米
で
求
め
ら
れ
る
ほ
ど
国
内
で
目
に
す
る
機
会
は
さ
ら
に
減
り
、
そ
の
認
知
度
も
需
要
も
下

が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
海
外
か
ら
の
需
要
は
経
済
的
に
作
家
を
支
え
る
が
、
制
作
の
深
化
に
つ
な
が
っ

て
い
る
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
現
状
も
あ
り
、国
内
の
空
洞
化
は
懸
案
で
あ
る
。

　
二
〇
一
九
年
の
ミ
ラ
ノ
・
デ
ザ
イ
ン
ウ
ィ
ー
ク
で
、
ロ
エ
ベ（
L
O
E
W
E
）は
世
界
各
国
の
籠
に
注

目
し
、
日
本
、
韓
国
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
南
ア
フ
リ
カ
出
身
の
作
家
一
〇
名
に
依
頼
し
て
レ
ザ
ー
を
編

ん
だ
作
品
を
発
表
し
た
。
竹
工
芸
作
家
も
日
本
か
ら
参
加
し
て
い
る
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
機
に
ロ

エ
ベ
は
ス
ペ
イ
ン
の
編
組
技
術
を
持
つ
職
人
と
共
同
で
数
種
類
の
レ
ザ
ー
バ
ッ
グ
を
製
作
し
た
が
、
編

組
技
術
は
世
界
各
国
に
あ
る
と
は
い
え
、
そ
の
デ
ザ
イ
ン
を
見
る
と
日
本
の
竹
工
芸
か
ら
の
技
術
に

留
ま
ら
な
い
イ
ン
ス
パ
イ
ア
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
。
欧
米
の
視
点
に
立
て
ば
、
竹
工
芸
は
他

分
野
の
デ
ザ
イ
ン
に
転
化
、
流
用
す
る
対
象
に
も
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
竹
は
日
本
人
の
生
活
に

親
し
い
。
し
か
し
現
代
に
お
い
て
は
、
竹
材
は
人
工
素
材
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
、
日
本
人
の
生
活
空
間

に
竹
の
道
具
が
あ
る
こ
と
の
方
が
稀
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
日
本
人
の
竹
素
材
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ

や
関
わ
り
方
が
更
新
さ
れ
、
竹
工
芸
の
国
内
で
の
展
示
、
需
要
が
増
え
る
こ
と
を
願
う
。
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関
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定
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た
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い
の
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書
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出
版
局
、一
九
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年
。

『
飯
塚
琅
玕
斎
展
』図
録
、
栃
木
県
立
美
術
館
、一
九
八
九
年
。

『
竹
の
造
形

│
ロ
イ
ド
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コ
ッ
ツ
ェ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
』図
録
、
日
本
経
済
新
聞
社
、二
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〇
三
年
。

「
ミ
ラ
ノ
・
サ
ロ
ー
ネ
T
O
P
I
C
S
10
」『
P
E
N
』C
C
C
メ
デ
ィ
ア
ハ
ウ
ス
、二
〇
一
九
年
七
月
一
日
発
行
、一
一
五
頁
。

後
記
　
欧
米
に
は
、
複
数
の
個
人
コ
レ
ク
タ
ー
た
ち
に
よ
る
日
本
の
竹
工
芸
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
存
在
す

る
。
そ
れ
ら
の
多
く
は
、
彼
ら
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
空
間
を
彩
っ
た
後
、
海
外
の
美
術
館
に
安
住
の
地

を
得
て
、
今
や
多
く
の
観
衆
を
惹
き
つ
け
て
い
る
。
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
で
の
ア
ビ
ー･

コ
レ
ク

シ
ョ
ン
展
が
成
功
裏
に
終
わ
っ
て
間
も
な
く
、
二
〇
一
八
年
か
ら
パ
リ
の
ケ･

ブ
ラ
ン
リ
美
術
館
で
大

規
模
な
竹
工
芸
展
が
開
催
さ
れ
た
こ
と
も
記
憶
に
新
し
い
。

　
島
崎
氏
が「
空
洞
化
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、「
竹
工
芸
名
品
展
」
と
銘
打
っ
た
本
展
が
ア
ビ
ー･  

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
日
本
初
公
開
で
あ
る
と
い
う
事
実
が
、
竹
工
芸
を
取
り
巻
く
現
状
を
如
実
に
表
し

て
い
る
。
技
法
と
と
も
に
素
材
選
び
が
制
作
に
大
き
く
影
響
す
る
工
芸
分
野
に
お
い
て
、
良
質
な
材

料
の
入
手
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
こ
と
も
課
題
だ
が
、
お
そ
ら
く
竹
に
対
す
る
国
内
の
関
心
の
低
下

と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
本
展
は
、
こ
う
し
た
空
洞
化
を
す
っ
ぽ
り
抜
け
た「
穴
」（
＝
日
本
）の
中
に

い
る
私
た
ち
が
見
直
す
き
っ
か
け
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。     

（
工
芸
課
主
任
研
究
員
　
中
尾
優
衣
）


