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工
芸
作
家
と
話
し
た
り
、
こ
の
分
野
に
か
か

る
著
述
を
読
む
折
に
し
ば
し
ば
、
時
に
は
当
た

り
前
の
よ
う
に
行
き
合
う
言
葉
に「
工
芸
的
造

形
」﹇
註
1
﹈
が
あ
る
。
工
芸
的
造
形
は
様
式
や
活

動
の
場
を
越
え
て
通
底
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し

て
近
現
代
工
芸
へ
の
視
点
を
導
き
、
の
み
な
ら

ず
作
り
手
が
自
身
の
意
識
を
明
ら
か
に
す
る

き
っ
か
け
と
も
な
っ
た
。
本
稿
で
は
東
京
国
立
近

代
美
術
館
の
前
工
芸
課
長
で
工
芸
的
造
形
の
考

案
者
・
金
子
賢
治
氏
と
、
盟
友
で
あ
り
鍛
金
家

の
橋
本
真
之
氏
に
、
こ
の
言
葉
が
生
ま
れ
た
時

代
の
動
向
と
思
想
的
背
景
、
ま
た
そ
の
後
の
影

響
に
つ
い
て
伺
い
、
二
〇
二
〇
年
の
石
川
県
へ

の
移
転
を
前
に
、
工
芸
館
の
担
っ
て
き
た
役
割

と
今
後
の
課
題
を
考
え
た
い
。

│
お
二
人
の
出
会
い
は
一
九
八
八
年
、
橋
本

さ
ん
の
渋
谷
西
武
工
芸
画
廊
で
の
個
展
で
す
ね
。

金
子
賢
治（
以
下
K
）：
あ
ん
な
衝
撃
は
い
ま
だ
に

な
い
く
ら
い
だ
ね
。
上
の
階
で
用
を
済
ま
せ
、
エ

ス
カ
レ
ー
タ
ー
で
降
り
て
行
っ
た
ら
、
だ
ん
だ
ん
と

下
の
方
か
ら
見
え
て
き
て
、
う
わ
ー
、
す
ご
い

な
ー
っ
て
。
あ
れ
を
見
て
僕
の

未
来
が
開
け
た
み
た
い
な（
笑
）。

橋
本
さ
ん
の
こ
と
は
、
当
時
渋

谷
西
武
工
芸
画
廊
の
ギ
ャ
ラ
リ

ス
ト
だ
っ
た
奥
野
憲
一
さ
ん
に

聞
い
て
い
た
け
れ
ど
、
実
物
を

見
た
の
は
初
め
て
だ
っ
た
。
こ
れ

は
す
ご
い
。
し
か
も
鍛
金
で
つ
く

ら
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
ま
だ

工
芸
か
彫
刻
か
と
い
う
こ
と
は
意
識
に
な
く
、
迫

力
を
素
直
に
喜
べ
る
。
こ
の
秘
密
は
な
ん
だ
ろ

う
っ
て
。
前
職
の
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
か
ら
一
九

八
四
年
に
工
芸
館
に
来
て
以
来
、
器
で
は
富
本
憲

吉
の
壺
、
そ
し
て
い
わ
ゆ
る
オ
ブ
ジ
ェ
に
つ
い
て
も

そ
れ
ぞ
れ
作
家
は
ど
う
い
う
思
考
で
つ
く
る
の
だ

ろ
う
か
と
掴
み
た
か
っ
た
。（
橋
本
作
品
な
ら
）自
分

の
想
像
力
を
逞
し
く
し
て
い
っ
て
、
糸
口
を
掴
め

る
ん
じ
ゃ
な
い
か
っ
て
気
が
し
た
。
そ
れ
か
ら
徐
々

に
橋
本
さ
ん
と
話
し
た
り
、
文
章
を
読
ん
だ
り
。

│
作
家
と
の
対
話
に
よ
っ
て
思
考
が
動
い
た
。

K
：
ま
さ
に
そ
れ
で
す
よ
ね
。
作
家
の
な
か
に
入
っ

て
論
議
す
る
う
ち
に
作
家
の
発
想
の
癖
を
掴
め
る

よ
う
に
な
っ
て
い
き
、
そ
の
究
極
に
橋
本
さ
ん
の
作

品
が
あ
る
。
思
考
が
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
状
に
形
成
さ
れ
て

い
っ
た
き
っ
か
け
が
一
九
八
八
年
の
出
会
い
だ
ね
。

橋
本
真
之（
以
下
H
）：
個
展
の
直
後
く
ら
い
に
信

楽
で
開
催
さ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
、一
緒
の
電

車
で
行
っ
た
で
し
ょ
？
金
子
さ
ん
と
は
そ
の
車
中

で
ず
っ
と
話
を
し
た
。
最
初
の
う
ち
金
子
さ
ん
は

「
正
統
の
工
芸
」と
言
っ
て
い
た
ん
だ
よ
ね
。
僕
た

ち
に
は
あ
ま
り
ピ
ン
と
こ
な
く
て
、
違
和
感
が

あ
っ
た
。
プ
ロ
セ
ス
の
話
を
す
る
う
ち
に
金
子
さ

ん
が「
工
芸
的
造
形
」
の
語
を
使
い
だ
し
た
。
あ

の
と
き
は
ま
だ「
工
芸
的
な
造
形
」
と
い
っ
て
た

ね
。一
言
に
は
せ
ず
、間
に「
な
」が
つ
い
て
い
た
。

K
：
滋
賀
県
立
陶
芸
の
森
の
プ
レ
オ
ー
プ
ン
だ
ね
。

起
こ
っ
た
ば
か
り
の
現
象
に
皆
関
心
が
あ
り
、
壇

上
か
ら
見
て
い
る
と
全
員
掴
み
か
か
る
よ
う
に

「
ひ
と
こ
と
言
い
た
い
」
と
ば
か
り
に
ム
ワ
ー
ッ
と

な
っ
て
す
ご
い
雰
囲
気
だ
っ
た
。
工
芸
で
は
あ
あ

い
う
雰
囲
気
が
初
め
て
だ
っ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

│
今
日
工
芸
的
造
形
が
意
味
す
る
こ
と
を
現

象
の
う
ち
に
確
認
し
な
が
ら
意
識
が
集
約
さ
れ

て
い
く
感
じ
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

K
：
そ
う
で
す
ね
。
で
も
ま
だ
工
芸
に
現
代
美
術

を
取
り
入
れ
て
ど
う
な
る
の
か
と
い
う
実
験
段

階
で
も
あ
り
、
行
く
と
こ
ろ
ま
で
行
か
な
い
と
分

か
ら
な
い
と
い
う
時
代
じ
ゃ
な
い
か
な
。

│
橋
本
さ
ん
が
工
芸
的
造
形
の
論
理
を
ご
自

身
の
制
作
と
重
ね
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
？

H
：
七
十
年
代
に
僕
が
と
き
わ
画
廊
で
発
表
し

て
い
る
と
、
彫
刻
で
も
工
芸
で
も
な
い
と
言
わ
れ

る
。
し
か
た
な
い
か
ら
現
代
美
術
の
連
中
と
一

緒
に
い
た
け
れ
ど
、
あ
の
頃
も
の
派
が
隆
盛
の

中
で
ど
う
に
も
居
場
所
が
な
い
。
そ
れ
が
金
子

さ
ん
や
奥
野
さ
ん
と
か
と
話
を
す
る
よ
う
に
な
っ

て「
あ
、
工
芸
の
な
か
に
居
場
所
が
あ
る
か
も
」

と
思
い
始
め
た
。
自
分
は
鍛
金
と
い
う
工
芸
技

術
に
よ
っ
て
思
考
的
展
開
が
で
き
た
作
家
で
す
。

そ
れ
が
私
の
造
形
的
根
拠
だ
っ
た
。
素
材
的
に

は
金
属
、
そ
の
膜
状
組
織
と
い
う
の
が
自
分
の

な
か
で
決
定
的
に
あ
っ
た
け
れ
ど
、
そ
れ
が
工
芸

の
な
か
で
ど
う
位
置
を
占
め
る
の
か
と
い
う
の
が

ま
だ
よ
く
は
見
え
て
い
な
い
状
態
だ
っ
た
と
思

う
。
だ
け
ど
金
子
さ
ん
が
動
き
始
め
た
と
き
に
、

ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
のcraft

概
念
を

﹁
工
芸
的
造
形
﹂か
ら
／
への
道
①

金
子
賢
治
（
茨
城
県
陶
芸
美
術
館
館
長
）×
橋
本
真
之
（
鍛
金
家
）

シ
リ
ー
ズ「
工
芸
観
×
工
芸
館
」

橋本真之氏（左）、金子賢治氏（右）

橋本真之個展風景、渋谷西武工芸画廊、1988年
（撮影：高橋孝一）
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ひ
っ
く
り
返
せ
る
か
も
知
れ
な
い
と
感
じ
、
自
分

の
な
か
の
希
望
と
し
て
見
え
て
き
た
気
が
す
る
。

K
：「
正
統
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
の
は
千
葉

成
夫
さ
ん
の『
現
代
美
術
逸
脱
史
│
一
九
四
五

〜
一
九
八
五
』（
晶
文
社
、一
九
八
六
年
）を
読
ん
だ

の
が
大
き
い
。
彼
は
ジ
ャ
ン
ル
を
超
え
た
上
位
概

念
、
全
体
と
し
て
の
人
間
の
造
形
を
指
し
て「
類

の
美
術
」と
呼
ん
で
い
る
。
私
が
言
っ
て
い
た
の

は
工
芸
の
あ
り
方
は
欧
米
の
近
代
美
術
に
は
な

い
日
本
独
自
の
文
化
の
文
脈
に
沿
っ
て
い
て
、

そ
れ
は
正
統
で
あ
る
。
そ
う
い
う
論
理
だ
よ
ね
。

│
そ
の
後「
越
境
」と
い
う
視
点
が
出
た
。

K
：
そ
う
。
工
芸
と
美
術
の
境
界
を
双
方
で
越
境

し
合
う
と
い
う
ね
。
八
十
年
末
の
状
況
に
お
い
て

面
白
い
の
は
、一
方
に
橋
本
真
之
、
他
方
で
素
材

と
の
関
係
性
が
相
対
的
だ
っ
た
ク
レ
イ
ワ
ー
ク
な

ど
の
活
動
を
ど
う
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
こ
と
。

新
聞
に
土
を
塗
っ
て
焼
く
と
紙
は
飛
ん
で
土
が
残

る
と
か
、
あ
ん
な
も
の
は
工
芸
で
も
な
ん
で
も
な

い
。
混
同
し
な
が
ら
も
互
い
に
居
所
を
探
し
、
そ

こ
か
ら
論
理
を
立
ち
上
げ
積
み
重
ね
て
い
っ
た
。

│
当
時
の
工
芸
を
め
ぐ
る
活
動
で
印
象
的
な

も
の
は
？

H
：『
か
た
ち
』
が
刊
行
さ
れ
た
の
も
そ
の
頃
だ

よ
ね
。
筋
道
を
立
て
て
考
え
る
工
芸
と
い
う
の

か
な
、
味
だ
の
な
ん
だ
の
じ
ゃ
な
い
。
私
に
は
そ

う
い
う
雑
誌
が
工
芸
で
も
出
た
こ
と
は
感
慨
深

か
っ
た
。
水
戸
芸
術
館
で
の
展
覧
会（「
作
法
の
遊

戯
」展
、
一
九
九
〇
年
）前
に
組
ん
で
く
れ
た
特
集

で
は
丸
一
日
テ
ー
プ
が
回
っ
て
、
私
は
そ
の
時
に

喋
ら
さ
れ
た
こ
と
を
意
外
な
程
、
後
々
ま
で
自

分
自
身
で
反
芻
し
た
。
あ
れ
が
人
前
で
何
か
を

喋
っ
て
伝
え
た
初
め
て
の
経
験
で
す
ね
。
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
原
稿
は
九
〇
〇
枚
位
だ
っ
た
ら
し
い
。
そ

れ
で
も
終
わ
ら
な
く
て
、
次
号
は
3
日
泊
ま
り

こ
み
で
、
皆
で
私
を
朝
か
ら
晩
ま
で
質
問
責
め

の
特
集
を
組
ん
だ
。

K
：
工
芸
で
そ
う
い
う
労
力
を
い
と
わ
な
い
人
が

初
め
て
出
た
の
が『
か
た
ち
』
だ
よ
ね
。
そ
う
し

た
活
動
を
繋
い
だ
の
が
、
雑
誌
編
集
か
ら
西
武

に
引
き
抜
か
れ
た
奥
野
さ
ん
。
渋
谷
の
工
芸
画

廊
の
役
割
は
当
時
の
工
芸
セ
ン
タ
ー
だ
っ
た
。

│
あ
ら
た
め
て
思
う
と「
工
芸
画
廊
」だ
っ
た
ん

で
す
ね
。「
美
術
画
廊
」や「
美
術
工
芸
画
廊
」で

も
な
く
。

H
：
隣
が
美
術
画
廊
だ
っ
た
け
れ
ど
、
工
芸
画
廊

の
ほ
う
が
面
白
か
っ
た
。
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
っ
て
さ
。

K
：
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
パ
ー
テ
ィ
の
後
、
一
旦
外
に

出
て
議
論
し
て
、
夜
中
に
陳
列
替
し
た
り
。
工

芸
画
廊
と
い
う
言
い
方
が
新
鮮
だ
っ
た
。

H
：
あ
の
時
、僕
の
西
武
で
の
個
展
を『
美
術
手
帖
』

の
月
評
が
取
り
上
げ
た
。
あ
る
意
味
で
工
芸
が
現

代
の
批
評
の
対
象
に
な
っ
た
と
い
う
感
じ
だ
っ
た
。

│
工
芸
館
は
一
九
七
七
年
に
開
館
。
ち
ょ
う

ど
十
周
年
前
後
で
す
ね
。

K
：
あ
の
頃「
注
ぐ
」（
一
九
八
二
年
）、「
黒
田
辰

秋
展
」（
一
九
八
三
年
）、「
河
井
寛
次
郎
展
」（
一
九

八
四
年
）と
か
非
常
に
特
徴
的
な
展
覧
会
が
あ
っ

た
。
サ
ン
ト
リ
ー
に
居
た
頃（
一
九
七
九
│
八
四

年
）か
ら
工
芸
館
で
や
れ
ば
そ
れ
が
一
つ
の
分
野

と
し
て
定
着
で
き
る
印
象
は
あ
っ
た
。

│
工
芸
が
ホ
ッ
ト
ワ
ー
ド
と
な
っ
た
時
工
芸

館
は
何
か
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
を
し
て
い
ま
し
た
か
？

当
初
は
所
蔵
も
展
覧
会
も
伝
統
工
芸
の
比
重
が

高
か
っ
た
よ
う
で
す
が
。

K
：
そ
の
な
か
で「
六
〇
年
代
の
工
芸
」（一
九
八
七
年
）

を
や
っ
た
こ
と
が
こ
こ
が
伝
統
工
芸
館
で
は
な
い

こ
と
の
初
め
て
の
宣
言
じ
ゃ
な
い
の
？
企
画
は
そ

う
い
う
視
点
を
も
っ
て
い
た
樋
田
豊
次
郎
さ
ん（
当

時
工
芸
課
研
究
員
）で
、
奥
野
さ
ん
や
笹
山
央
さ
ん

（『
か
た
ち
』主
宰
）に
紹
介
さ
れ
た
の
も
こ
の
時
。

│
金
子
さ
ん
が
工
芸
館
で
最
初
に
担
当
し
た

展
覧
会
は
？

K
：
主
担
当
と
し
て
は「
熊
倉
順
吉
」展（
一
九
八

八
年
）で
す
よ
ね
。「
六
〇
年
代
の
工
芸
」の
時
に

熊
倉
家
に
行
っ
た
ら
大
量
の
資
料
が
あ
っ
た
の

が
き
っ
か
け
で
。
そ
の
前
の「
現
代
染
織
の
美

│
森
口
華
弘
・
宗
廣
力
三
・
志
村
ふ
く
み
」展

（
一
九
八
五
年
）
で
は
三
人
の
工
房
に
取
材
に

行
っ
た
の
が
い
ま
だ
に
財
産
。

│
作
家
へ
の
取
材
が
そ
の
後
の
理
論
形
成
の

礎
と
な
っ
て
い
く
ん
で
す
ね
。

K
：
工
芸
作
家
っ
て
喋
れ
る
人
と
ダ
メ
な
人
が

い
て
、
ダ
メ
な
人
で
も
自
分
の
制
作
プ
ロ
セ
ス
だ

け
は
喋
れ
る
。
そ
れ
を
聞
い
て
い
る
と
そ
の
人
の

造
形
思
考
が
技
法
の
プ
ロ
セ
ス
に
に
じ
み
出
て

く
る
と
い
う
こ
と
を
初
め
て
学
ん
だ
ね
。

│
や
が
て
伝
統
的
な
仕
事
の
な
か
に
も
、
外

で
起
き
て
い
た
刺
激
的
な
動
き
と
同
根
の
工
芸

的
造
形
思
考
が
見
え
て
く
る
。

K
：
視
点
が
定
ま
れ
ば
、
そ
う
い
う
作
家
は
い
っ

ぱ
い
い
ま
す
よ
ね
。
当
時
工
芸
課
長
だ
っ
た
長
谷

部
満
彦
さ
ん
は
す
ご
く
セ
ン
ス
の
あ
る
人
で
、
毎

年
伝
統
工
芸
展
が
始
ま
る
度
に
、
時
事
放
談
よ
ろ

し
く
作
家
・
作
品
評
を
や
っ
て
く
れ
た
。
長
谷
部

さ
ん
が
紹
介
し
て
く
れ
た
鈴
田
滋
人（
染
色
家
）、

前
田
昭
博（
陶
芸
家
）は
後
に
人
間
国
宝
に
認
定

さ
れ
た
け
ど
、
こ
の
二
人
の
工
房
で
学
ん
だ
こ
と

が
大
き
か
っ
た
。
制
作
の
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
形

が
変
貌
し
て
い
く
と
か
、
絵
画
や
彫
刻
と
工
芸
的

プ
ロ
セ
ス
と
の
大
き
な
違
い
の
明
確
化
だ
と
か
。

 

（
次
号
に
続
く
）

 

（
文
責
・
構
成
：
工
芸
課
主
任
研
究
員
　
今
井
陽
子
）

註１  

「
工
芸
的
造
形
」に
つ
い
て
は
た
と
え
ば
左
記
を
参

照
：「
轆
轤
の
下
の
土
の
粒
子
の
い
か
な
る
微
細
な
間

隙
に
も
自
己
が
盛
り
込
め
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
自
己

が
ど
の
よ
う
な
形
を
選
択
す
る
か
に
よ
っ
て
最
後
の
実

用
性
が
絶
対
的
な
も
の
か
ら
相
対
的
な
も
の
へ
と
変
貌

し（
中
略
）プ
ロ
セ
ス
に
溶
け
込
む
よ
う
に
両
者（
自
己
と

素
材
と
）が
融
合
し
、
最
終
的
に
形
が
定
着
し
て
行
く
」

（
金
子
賢
治「
三
輪
和
彦
の
造
形
思
考
」一
九
九
二
年
十
一
月
）。


