
特
集継

承
と
発
展

日
本
の
伝
統
を
ど
の
よ
う
に
生
か
す
か

歴
史
と
文
化
に
裏
打
ち
さ
れ
た

「
技
術
」の
継
承
。

個
人
か
ら
個
人
に
伝
え
ら
れ
、

発
展
し
て
ゆ
く
「
芸
」の
世
界
。

教
官
座
談
会
と
、

新
し
い
試
み
の
紹
介
か
ら

「
工
芸
」
と「
邦
楽
」
と
い
う

私
た
ち
の
大
切
な
財
産
を

守
り
、
育
て
、
広
め
て
い
く

二
つ
の
学
科
に
光
を
あ
て
る
。

3
国会議事堂御便殿扉-1（部分） 東京美術学校　1931年
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芸
術
教
育
と
徒
弟
制
度

司
会

東
京
芸
術
大
学
に
お
け
る
伝
統
の
継
承
と
そ
の
発
展
と
い

う
テ
ー
マ
で
今
日
は
お
話
を
伺
え
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。
美
術

学
校
、
音
楽
学
校
に
遡
る
芸
術
大
学
の
歴
史
の
な
か
で
、
特
に
工

芸
と
邦
楽
と
い
う
日
本
の
伝
統
を
継
承
し
て
い
く
学
科
で
教
育
・

創
作
・
研
究
に
携
わ
っ
て
い
る
お
立
場
か
ら
、
最
初
に
教
育
の
現

場
で
学
生
に
接
す
る
に
あ
た
っ
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
に
つ
い
て

お
聞
か
せ
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

増
村

学
生
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
教
官
が
で
き
る
こ
と
は
二
つ
あ

る
と
思
う
ん
で
す
。
一
つ
は
、
手
を
添
え
て
教
え
る
と
い
う
形
、

も
う
一
つ
は
己
の
背
中
を
見
せ
る
、
す
な
わ
ち
自
分
の
仕
事
ぶ
り

を
見
せ
る
と
い
う
ふ
た
つ
の
側
面
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
ふ

た
つ
を
軸
に
し
て
、
具
体
的
に
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
だ
と
思

い
ま
す
。

野
村

邦
楽
の
教
育
と
い
う
の
は
、
伝
統
的
に
は
徒
弟
制
度
が
主

軸
に
な
っ
て
い
ま
す
よ
ね
。
私
も
そ
う
い
う
体
験
者
の
ひ
と
り
な

ん
で
す
け
れ
ど
も
、
私
は
芸
大
に
来
て
か
ら
、
大
学
の
空
気
と
徒

弟
制
度
が
合
致
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
を
模
索
し
た
わ
け
で
す
。

徒
弟
制
度
に
は
、
理
屈
抜
き
み
た
い
な
と
こ
ろ
が
あ
る
ん
で
す
。

大
学
で
は
そ
れ
に
い
か
に
理
論
的
な
裏
づ
け
を
し
て
い
く
か
と
い

う
こ
と
が
、
教
育
の
い
ち
ば
ん
大
事
な
と
こ
ろ
じ
ゃ
な
い
か
な
と

思
っ
て
い
ま
す
。

堀
口

何
を
も
っ
て
伝
統
と
す
る
か
と
い
う
、
一
種
の
時
代
認
識

も
必
要
だ
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。
ど
の
時
代
の
も
の
を
中
心
に
据

え
て
、
現
代
に
そ
れ
を
生
か
し
て
い
く
か
と
い
う
問
題
点
が
あ
り

ま
す
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
私
の
扱
っ
て
い
る
金
属
の
分
野
に

関
し
て
い
い
ま
す
と
、
絶
え
ず
そ
の
時
代
で
の
最
先
端
の
技
術
を

使
っ
た
と
い
う
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
弥
生
時
代
か
ら
日
本
に
金
工

は
存
在
し
た
よ
う
な
の
で
す
が
、
そ
の
時
代
に
あ
っ
て
金
属
を
扱

う
技
術
は
、
ハ
イ
テ
ク
な
わ
け
で
す
よ
ね
。
現
代
と
い
え
ど
も
新

し
い
金
属
、
新
し
い
素
材
と
し
て
続
々
と
い
ろ
い
ろ
な
合
金
が
出

て
き
て
い
ま
す
し
、
そ
れ
に
従
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
技
術
が
出
て
き

て
い
る
。
伝
統
で
あ
る
と
同
時
に
、
絶
え
ず
そ
の
時
代
の
最
先
端

に
い
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
認
識
を
学
生
に
持
っ
て
ほ
し
い

と
思
う
の
で
す
。

山
本

徒
弟
制
度
と
芸
大
の
教
育
に
関
し
て
い
え
ば
、
代
々
自
分

の
う
ち
が
邦
楽
一
家
な
の
で
す
が
、
私
自
身
は
た
だ
音
楽
と
い
う

よ
り
も
尺
八
が
好
き
で
始
め
た
も
の
で
す
か
ら
。
京
都
の
大
学
を

出
た
あ
と
小
さ
な
音
楽
学
校
で
理
論
を
学
ん
で
、
ご
く
自
然
に
芸

大
に
来
ら
れ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

私
は
若
い
こ
ろ
に
西
洋
の
作
曲
家
と
の
交
流
が
あ
り
ま
し
て
、

伝
統
よ
り
も
先
に
現
代
に
走
っ
て
い
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
芸

大
に
来
て
か
ら
は
、
や
は
り
伝
統
の
よ
さ
と
昔
か
ら
植
え
つ
け
ら

れ
た
空
気
が
も
の
す
ご
く
必
要
で
あ
る
と
思
っ
た
の
で
す
。
い
ろ

い
ろ
な
音
楽
に
取
り
組
ん
だ
の
で
す
け
ど
、
四
○
代
の
半
ば
ぐ
ら

い
か
ら
伝
統
音
楽
一
本
に
絞
り
ま
し
て
、
今
で
は
「
基
本
は
伝
統

だ
」
と
い
う
こ
と
を
学
生
に
は
教
え
て
い
ま
す
。
学
生
た
ち
も
、

伝
統
よ
り
も
新
し
い
も
の
に
走
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と

に
、
も
う
ち
ょ
っ
と
注
意
を
払
わ
な
く
て
は
い
け
な
い
な
と
思
っ

て
い
ま
す
。

野
村

私
も
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
内
弟
子
修
業
を
し
た
人
間
で

す
か
ら
と
ま
ど
い
も
多
か
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
、
若
い
こ
ろ
、
い

わ
ゆ
る
徒
弟
制
度
に
対
す
る
疑
問
を
持
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
新

し
い
教
育
方
法
と
い
う
ん
で
し
ょ
う
か
、
メ
ソ
ッ
ド
を
新
た
に
考

え
な
き
ゃ
な
ら
な
い
と
思
う
し
、
た
だ
教
え
る
と
い
う
の
で
は
な

く
て
、
学
生
と
一
緒
に
能
と
い
う
も
の
を
考
え
て
い
こ
う
じ
ゃ
な

い
か
と
、
研
究
を
共
に
や
っ
て
い
こ
う
と
い
う
姿
勢
で
は
や
っ
て

﹇
座
談
会
﹈

「
工
芸
」と「
邦
楽
」の
未
来
形

美
術
学
部
工
芸
科
、
音
楽
学
部
邦
楽
科
の
四
人
の
教
官
が
伝
統
文
化
を
継
承
し
、

将
来
の
発
展
に
つ
な
げ
る
う
え
で
東
京
芸
大
が
果
た
す
べ
き
役
割
に
つ
い
て
語
る
。

堀
口
光
彦

美
術
学
部
工
芸
科
彫
金
研
究
室
教
授

増
村
紀
一
郎

美
術
学
部
工
芸
科
漆
芸
研
究
室
教
授

野
村
四
郎

音
楽
学
部
邦
楽
科（
能
楽
）教
授

山
本
泰
正（
邦
山
）

音
楽
学
部
邦
楽
科（
尺
八
）教
授

堀口光彦
ほりぐち・みつひこ
美術学部工芸科彫金研究室教授。
1939年山梨県生まれ。
66年東京芸術大学大学院彫金専攻修了。
東京芸術大学美術学部工芸科彫金研究室
副手、非常勤講師を経て76年東京芸術大
学美術学部工芸科助手、86年講師、
90年助教授。94年より現職。
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お
る
の
で
す
け
ど
。

増
村

工
芸
の
場
合
、
徒
弟
制
度
の
わ
か
り
や
す
い
例
と
す
れ
ば
、

目
で
見
て
覚
え
る
こ
と
で
す
。
父
が
漆
を
や
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、

家
が
漆
の
家
庭
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
家
族
の
一
員

と
し
て
、
子
供
な
り
の
役
割
が
あ
る
わ
け
で
す
。
道
具
を
ど
う
使

う
か
と
か
、
ど
の
よ
う
な
作
業
を
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
、

そ
れ
は
、
目
で
見
て
、
体
が
そ
こ
へ
自
然
に
動
く
の
で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
な
か
た
ち
の
徒
弟
制
度
を
芸
大
の
な
か
で
重
ね
る
と
い

う
の
は
難
し
い
。
高
等
学
校
ま
で
普
通
の
勉
強
を
し
て
、
漆
を
全

く
見
た
こ
と
の
な
い
人
が
こ
の
学
校
に
入
っ
て
く
る
わ
け
で
す
か

ら
、
そ
の
学
生
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
教
育
し
て
い
く
か
を
考
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
授
業
と
い
う
か
た
ち
で
自
分
の
仕
事
（
実

技
）
を
見
せ
る
。
漆
が
持
っ
て
い
る
歴
史
だ
と
か
、
日
本
を
代
表

す
る
工
芸
の
仕
事
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
さ
せ
る
こ
と
が
重

要
だ
と
思
い
ま
す
。

堀
口

私
の
場
合
、
お
三
方
と
は
違
っ
て
、
こ
こ
へ
来
て
初
め
て

金
属
に
触
れ
た
と
い
う
立
場
か
ら
見
る
と
、
徒
弟
制
度
に
つ
い
て

は
何
の
経
験
も
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
た
だ
、
今
先
生
方
が
お

っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
な
も
の
を
ど
こ
で
吸
収
し
て
い
っ
た
か
と
い
う

と
、
自
分
の
周
り
の
学
生
か
ら
な
の
で
す
。
自
分
の
同
級
生
で
あ

り
、
下
級
生
で
あ
り
、
多
く
は
先
輩
に
そ
う
い
う
こ
と
を
負
う
わ

け
な
の
だ
け
れ
ど
も
、
集
団
で
教
育
を
受
け
る
よ
さ
と
い
う
の
が

大
学
の
教
育
に
は
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
徒
弟
制
度
の
い
い
と
こ

ろ
は
大
学
で
も
十
分
学
べ
る
。
そ
れ
は
、
教
官
の
背
中
を
見
る
の

と
同
時
に
、
い
ろ
い
ろ
な
仲
間
の
や
っ
て
い
る
こ
と
を
見
て
、
見

よ
う
見
ま
ね
で
身
に
し
み
つ
い
て
い
く
教
育
を
学
校
で
も
で
き
る

か
な
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
僕
は
学
生
が
、
で
き
る
だ

け
学
校
に
長
く
い
る
こ
と
が
、
こ
う
い
う
世
界
で
の
勉
強
を
す
る

に
は
い
ち
ば
ん
必
要
な
こ
と
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

野
村

諸
先
生
方
が
お
っ
し
ゃ
る
お
話
に
も
同
感
で
す
し
、
徒
弟

制
度
と
い
う
の
は
、
私
の
体
験
か
ら
す
る
と
、
教
わ
る
と
い
う
よ

り
盗
む
と
い
う
感
じ
が
強
い
で
す
。
実
際
に
手
と
り
足
と
り
教
わ

る
の
で
は
な
く
、
四
六
時
中
一
緒
に
い
て
、
そ
れ
で
何
か
を
感
じ

と
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
多
い
の
で
す
。
ま
た
そ
れ
が
旺
盛
で

な
い
と
一
人
前
に
な
れ
ま
せ
ん
。
教
わ
る
こ
と
だ
け
を
教
わ
っ
て

い
れ
ば
い
い
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
の
で
す
。
徒
弟
制
度
の
本
当

の
意
味
の
よ
さ
を
学
校
に
取
り
込
む
と
い
う
こ
と
は
、
私
た
ち
の

能
の
世
界
で
は
十
分
に
成
り
立
つ
だ
ろ
う
と
い
う
気
が
い
た
し
ま

す
。
六
○
○
年
と
い
う
伝
統
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
け
れ

ど
も
、
そ
れ
も
時
代
時
代
の
、
そ
れ
こ
そ
先
端
で
あ
り
、
価
値
観

と
い
う
も
の
と
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
に
な
か
っ
た
ら
続
き
ま

せ
ん
。
今
日
も
ま
た
次
な
る
未
来
へ
向
か
っ
て
発
信
す
る
た
め
に

は
、
そ
う
い
う
感
性
は
古
く
な
っ
て
は
い
け
な
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

学
生
と
い
う
未
来
形

増
村

大
学
に
お
い
て
過
去
と
現
在
と
未
来
を
分
け
た
と
き
に
、

わ
れ
わ
れ
は
現
在
で
あ
り
、
過
去
も
知
っ
て
い
ま
す
が
、
学
生
は

未
来
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
教
官
は
歴
史
的
な
過
去
の
話
も
す
る
し
、

現
状
は
こ
う
で
あ
る
、
漆
の
未
来
は
こ
う
い
う
社
会
に
対
し
て
の

提
案
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
世
界
に
対
し
て
は
こ
う
い
う
発
信

が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
を
絶
え
ず
話
し
て
い
き
ま
す
。
す
る
と

学
生
は
そ
れ
に
対
応
す
る
形
で
、
作
品
を
つ
く
っ
て
い
き
ま
す
。

そ
れ
が
現
在
で
あ
り
未
来
に
な
っ
て
い
く
し
、
学
生
も
芸
術
家
で

す
か
ら
、
現
状
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、

世
の
中
を
革
新
し
て
い
こ
う
と
い
う
気
持
ち
で
芸
大
に
入
っ
て
き

ま
す
。
将
来
に
自
分
の
仕
事
を
か
け
て
い
る
と
い
う
学
生
が
ほ
と

ん
ど
だ
と
思
う
の
で
す
。

山
本

レ
ッ
ス
ン
を
す
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
例
え
ば
昼
ご
飯
を

食
べ
る
と
き
に
も
一
緒
に
話
を
し
よ
う
と
誘
う
と
、
必
ず
み
ん
な

来
ま
す
よ
。
あ
え
て
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
非
常
に
気
楽
に
し
ゃ
べ

る
こ
と
が
、
生
徒
に
は
も
の
す
ご
く
た
め
に
な
っ
て
い
る
。
ま
さ

に
そ
う
い
う
場
に
意
義
が
あ
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
ね
。
そ
の
と

き
に
伝
統
は
こ
う
だ
、
あ
る
い
は
新
し
い
も
の
の
未
来
は
こ
う
な

の
だ
と
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
も
ざ
っ
く
ば
ら
ん
に
話
が
で
き
る
。

か
え
っ
て
そ
の
ほ
う
が
学
生
は
頭
に
入
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま

す
。

野
村

「
学
ぶ
」
と
い
う
言
葉
の
語
源
は
「
ま
ね
る
」
だ
と
い
う

言
葉
だ
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
私
た
ち
は
、
足
袋
を

は
い
て
舞
台
に
乗
っ
た
と
き
だ
け
に
真
似
を
し
た
り
写
す
の
で
は

な
く
て
、
日
常
的
な
な
か
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
摂
取
し
て
、

引
き
出
し
に
い
っ
ぱ
い
詰
め
込
ん
で
い
な
い
と
い
け
な
い
。
引
き

出
し
が
空
っ
ぽ
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
だ
め
だ
。
見
る
も
の
、
聞

く
も
の
み
ん
な
す
べ
て
芸
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
ん
だ
と
考
え
て
お

り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
道
路
を
隔
て
た
美
術
学
部
の
ほ
う
へ
も
、

進
ん
で
行
か
な
れ
ば
い
け
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

日
本
の
伝
統
を
世
界
に
開
く

堀
口

海
外
と
い
か
に
交
流
し
て
い
く
か
も
重
要
な
課
題
で
す
。

工
芸
科
の
ほ
う
に
も
、
外
国
の
大
学
か
ら
留
学
し
た
い
と
い
う
話

は
毎
年
あ
り
ま
す
。
た
だ
日
本
の
欠
点
と
し
て
、
受
け
入
れ
態
勢

が
ま
だ
ま
だ
弱
い
の
で
す
。
こ
の
大
学
と
し
て
も
、
ひ
と
つ
の
シ

ス
テ
ム
と
し
て
ま
だ
確
立
し
て
な
い
面
も
あ
っ
て
、
単
位
の
互
換

性
の
問
題
だ
と
か
、
地
理
的
に
日
本
に
来
る
に
は
交
通
費
が
か
か

り
ま
す
し
、
物
価
そ
の
も
の
が
高
い
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
思

う
よ
う
に
外
国
の
学
生
が
入
っ
て
き
づ
ら
い
と
い
う
面
は
あ
り
ま

す
、
そ
の
逆
も
ま
た
あ
っ
て
、
な
か
な
か
外
に
出
づ
ら
い
と
。
そ

特集 継承と発展 ★「工芸」と「邦楽」の未来形

増村紀一郎
ますむら・きいちろう
美術学部工芸科漆芸研究室教授。
1941年東京都生まれ。
67年東京芸術大学美術学部工芸科卒業。
69年東京芸術大学大学院美術研究科
漆芸専攻修了。
71年から東京芸術大学非常勤講師、
82年助手、86年講師、90年助教授。
97年より現職。
2002年には紫綬褒章を受章。
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う
い
う
と
こ
ろ
は
お
い
お
い
改
善
さ
れ
て
い
く
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
外
国
と
の
姉
妹
校
提
携
は
音
楽
の
ほ
う
が
む
し
ろ
進
ん

で
い
る
ぐ
ら
い
で
す
け
れ
ど
も
、
美
術
の
ほ
う
で
も
遅
れ
ば
せ
な

が
ら
い
ろ
い
ろ
な
大
学
と
の
コ
ン
タ
ク
ト
を
と
っ
て
、
急
速
に
国

外
と
の
交
流
が
進
ん
で
く
る
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
国
内
の
交

流
も
、
大
学
院
が
早
く
か
ら
整
備
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
い
ろ
い
ろ

な
大
学
か
ら
来
て
お
り
ま
す
。

野
村

私
の
と
こ
ろ
に
は
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
留
学
生
が
一
人
い

ま
す
。
そ
の
人
は
、
も
う
ほ
と
ん
ど
日
本
人
の
感
性
と
気
持
ち
を

持
っ
て
い
る
人
で
、
京
都
に
長
い
こ
と
滞
在
し
て
狂
言
の
勉
強
を

し
、
そ
し
て
こ
の
大
学
へ
や
っ
て
き
た
と
い
う
経
歴
の
人
で
す
か

ら
、
一
般
の
学
生
さ
ん
と
日
常
的
に
も
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
。

た
だ
、
宿
舎
の
問
題
で
す
と
か
そ
う
い
う
こ
と
は
み
ん
な
苦
労
し

て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
う
い
う
環
境
を
ぜ
ひ
と
も
完
備
し
て
ほ
し

い
な
と
思
い
ま
す
。

山
本

尺
八
で
は
、
わ
た
し
の
知
る
と
こ
ろ
で
留
学
生
は
七
人
卒

業
し
て
い
き
ま
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
、
ア
メ
リ
カ
、
そ
れ
に
韓
国
や

中
国
が
多
い
で
す
。
彼
ら
に
感
じ
る
こ
と
は
、
日
本
の
感
性
を
む

し
ろ
日
本
人
よ
り
も
知
ろ
う
と
努
力
す
る
ん
で
す
。
日
本
人
が
日

本
の
楽
器
を
知
ら
な
い
で
、
新
し
い
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
に
走
っ
て
い

る
の
が
非
常
に
も
っ
た
い
な
い
。
日
本
人
だ
っ
た
ら
も
っ
と
知
る

べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
中
国
へ
行
っ
た
と
き
に
、
民
族
楽
団
が
あ

っ
て
、
ほ
と
ん
ど
自
分
の
国
の
伝
統
楽
器
で
構
成
さ
れ
た
オ
ー
ケ

ス
ト
ラ
が
あ
る
ん
で
す
。
私
の
尺
八
コ
ン
チ
ェ
ル
ト
を
そ
こ
で
や

っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
試
み
が
日
本
に
は
な
い
わ
け

で
す
よ
ね
。
で
す
か
ら
今
芸
大
で
で
き
る
こ
と
は
何
だ
ろ
う
か
と

考
え
る
と
、
総
合
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
な
ん
で
す
。
邦
楽
ア
ン
サ
ン
ブ

ル
研
究
部
と
い
う
の
を
つ
く
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

増
村

漆
に
は
今
韓
国
の
留
学
生
が
二
人
と
ド
イ
ツ
か
ら
一
人
留

学
生
が
来
て
お
り
ま
す
け
ど
、
ど
う
し
て
ド
イ
ツ
で
漆
か
と
言
い

ま
す
と
、
江
戸
時
代
、
オ
ラ
ン
ダ
商
人
が
出
島
を
通
し
て
大
量
に

日
本
の
漆
芸
品
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
運
ん
で
る
ん
で
す
。
そ
れ
で
オ

ラ
ン
ダ
と
ド
イ
ツ
は
非
常
に
土
地
が
近
い
も
の
で
す
か
ら
、
日
本

の
漆
芸
品
が
向
こ
う
の
貴
族
や
富
裕
層
に
す
ば
ら
し
く
人
気
が
あ

っ
た
の
で
す
。
す
る
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
日
本
の
漆
に
似
せ
た
、

紙
を
積
層
し
て
器
を
つ
く
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
製
の
材
料
で
漆
に

似
せ
た
黒
色
の
塗
料
を
開
発
し
、
そ
こ
に
蒔
絵
を
描
い
た
よ
う
な

形
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
製
の
漆
器
を
大
量
に
つ
く
る
と
い
っ
た
地
場
産

業
ま
で
起
き
て
し
ま
う
。
マ
イ
セ
ン
の
焼
き
物
が
伊
万
里
焼
の
影

響
で
で
き
た
と
同
じ
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
漆
器
の
地
場
産
業

が
あ
る
の
が
、
こ
こ
何
年
か
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
を
調
査
旅
行
し

て
い
っ
て
わ
か
っ
た
こ
と
な
の
で
す
ね
。

で
す
か
ら
こ
れ
は
誇
る
べ
き
日
本
の
文
化
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
ど
う
や
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
世
界
へ
向
か
っ
て
発
信
し
て
い
く
か
、

そ
れ
は
東
京
芸
術
大
学
が
行
う
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
日
本
の
漆

は
、
私
は
世
界
一
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
世
界
一
の
漆
を
、

今
度
は
ど
の
よ
う
に
言
葉
に
し
て
表
現
す
る
か
（
出
版
）、
ど
の

よ
う
に
実
物
を
見
せ
る
か
（
展
覧
会
）、
若
い
後
継
者
を
ど
の
よ

う
に
養
成
し
て
い
く
か
（
教
育
）
と
い
う
こ
と
が
芸
大
の
役
割
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。

堀
口

西
洋
で
は
金
属
が
生
活
に
根
づ
い
て
い
ま
す
が
、
日
本
の

場
合
、
江
戸
時
代
の
鎖
国
の
間
に
伝
統
的
な
感
性
と
い
う
の
が
ひ

と
つ
の
形
を
と
っ
て
出
て
き
ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
開
発
さ
れ
た

金
属
に
対
す
る
技
術
と
い
う
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
全
く
な
い
も

の
な
ん
で
す
。
金
属
と
い
え
ば
と
に
か
く
光
っ
て
い
る
と
い
う
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
感
性
に
対
し
て
非
常
に
目
新
し
く
映
っ
て
、
日
本
の

金
属
の
扱
い
方
を
学
び
た
い
と
い
う
人
が
増
え
て
き
ま
し
た
。
日

本
の
伝
統
的
な
感
性
に
基
づ
い
た
あ
り
方
が
見
直
さ
れ
て
、
目
新

し
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
非
常
に
評
判
が
い
い

で
す
。

野
村

能
の
場
合
で
す
と
、
い
わ
ゆ
る
乱
世
の
と
き
に
生
ま
れ
た

芸
術
で
、
い
わ
ば
大
衆
的
芸
能
で
し
た
が
、
江
戸
三
○
○
年
の
間

に
儒
教
の
精
神
の
影
響
を
受
け
、
ま
た
武
家
社
会
の
式
楽
と
な
っ

た
こ
と
で
、
大
衆
か
ら
遊
離
し
て
、
発
展
が
と
ま
っ
て
し
ま
っ
た

わ
け
で
す
。
そ
し
て
明
治
に
な
っ
て
か
ら
、
ま
た
新
し
い
能
が
始

ま
り
、
今
日
の
能
の
も
と
と
い
う
の
は
や
っ
ぱ
り
戦
後
で
す
か
ら

ね
。
時
代
時
代
で
随
分
嗜
好
が
違
っ
て
き
ま
す
し
、
世
の
中
の
価

値
観
と
い
う
も
の
と
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う

と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
能
は
長
い
時
間
が
か
か
る
も
の
で
す
か
ら
、

観
客
が
そ
の
時
間
を
我
慢
で
き
る
か
。
今
の
時
間
の
流
れ
と
タ
イ

ム
ス
リ
ッ
プ
し
た
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
の
で
、
知
的
に
と

ら
ま
え
る
だ
け
で
は
だ
め
な
の
で
す
。

日
本
人
の
文
化
観
と
い
う
の
は
、
私
は
知
的
で
は
な
い
の
で
は

な
い
か
な
と
、
情
で
と
ら
え
て
い
く
よ
う
な
感
性
と
い
う
の
が
日

本
人
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
は
岡

潔
先
生
の
影
響
で
す
が
、
他
の
国
の
方
々
は
知
的
に
と
ら
え
て
い

る
の
に
対
し
て
、
日
本
人
は
情
を
積
み
重
ね
た
上
に
知
が
あ
る
と
、

そ
ん
な
感
じ
が
す
る
の
で
す
。
若
い
人
た
ち
は
知
的
に
物
事
を
と

ら
え
る
傾
向
が
あ
る
よ
う
に
思
う
の
で
す
が
、
心
で
感
じ
る
。
あ

あ
美
し
い
な
と
思
わ
な
い
と
、
す
ご
い
な
と
か
、
感
動
す
る
と
か
、

情
を
体
に
い
つ
も
感
じ
と
っ
て
い
な
い
と
死
に
体
に
な
っ
て
し
ま

う
の
で
す
。
私
た
ち
の
舞
台
芸
術
は
す
ぐ
消
え
て
し
ま
い
ま
す
し
、

残
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
、「
生
き
物
」
を
演
じ

る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
に
は
自
分
の
体
が
生
き
生
き
し
て
い
る
こ
と
、

そ
の
体
づ
く
り
の
ひ
と
つ
と
し
て
何
で
も
情
で
と
ら
え
る
と
い
う

こ
と
が
大
事
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
私
の
持
論
で
す
。

野村四郎
のむら・しろう
音楽学部邦楽科（能楽）教授。
1936年東京都生まれ。
52年東京教育大学附属中学卒業。25世観
世流宗家左近に内弟子として入門。
62年能楽観世流シテ方として独立。
78年重要無形文化財総合指定を受ける。
97年東京芸術大学音楽学部邦楽科非常勤
講師。
99年東京芸術大学音楽学部邦楽科教授。
98年紫綬褒章受賞。
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堀
口

こ
れ
か
ら
の
交
流
の
あ
り
方
の
主
流
と
し
て
は
、
学
生
が

も
う
少
し
気
軽
に
行
っ
た
り
来
た
り
で
き
る
空
間
設
定
と
い
う
の

が
必
要
か
な
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。
今
ま
で
は
、
交
流
と
い
っ

て
も
、
ど
う
し
て
も
教
官
が
表
に
立
た
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
だ

け
れ
ど
も
、
こ
れ
か
ら
は
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
の
体
制
を
う
ち
の
大
学

と
し
て
と
れ
れ
ば
、
ベ
ス
ト
だ
と
思
う
の
で
す
。
今
た
ま
た
ま
陳

列
館
で
、
油
画
の
学
生
が
主
体
で
、
学
生
同
士
の
交
流
展
を
や
っ

て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
非
常
に
お
も
し
ろ
い
展
覧
会
に
な
っ
て
い

る
と
思
い
ま
す
。
金
銭
的
な
面
で
学
生
は
だ
い
ぶ
苦
労
は
し
た
よ

う
で
す
け
れ
ど
も
、
や
は
り
学
生
が
主
体
に
な
っ
て
い
る
と
、
未

来
志
向
の
お
も
し
ろ
い
展
覧
会
に
な
る
。

山
本

尺
八
の
場
合
は
、
八
年
ぐ
ら
い
前
か
ら
、
四
年
に
一
度
世

界
尺
八
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
と
い
う
の
を
や
り
ま
し
て
、
一
回
目
を

日
本
の
岡
山
で
や
っ
て
、
二
回
目
は
ア
メ
リ
カ
の
デ
ン
バ
ー
の
近

く
に
あ
る
ボ
ル
ダ
ー
で
や
り
ま
し
た
。
い
ろ
い
ろ
な
フ
ォ
ー
ラ
ム

や
コ
ン
サ
ー
ト
を
や
る
の
で
す
が
、
そ
こ
で
驚
い
た
の
は
、
日
本

人
は
九
五
、
六
名
で
、
ほ
か
三
○
○
名
は
全
員
外
国
人
な
ん
で
す
。

全
世
界
か
ら
来
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
尺
八
が
こ
れ
だ
け
広
ま

っ
て
い
る
の
だ
な
と
実
感
し
ま
す
。
日
本
の
感
性
を
知
り
た
い
、

な
る
べ
く
日
本
語
を
し
ゃ
べ
り
た
い
と
い
う
外
国
人
が
多
か
っ
た

の
で
、
む
し
ろ
日
本
人
の
ほ
う
が
教
わ
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

結
局
受
け
入
れ
態
勢
と
し
ま
し
て
は
、
日
本
語
が
で
き
な
け
れ

ば
だ
め
だ
と
か
と
い
う
の
が
昔
あ
り
ま
し
た
よ
ね
。
し
ゃ
べ
れ
な

く
て
も
笛
は
教
え
ら
れ
ま
す
か
ら
、
外
国
の
学
生
が
ど
ん
ど
ん
来

た
と
き
に
、
対
応
で
き
る
受
け
入
れ
態
勢
が
あ
っ
て
も
い
い
か
な

と
思
い
ま
す
。

増
村

美
術
と
い
う
の
は
美
の
理
想
を
追
求
し
ま
す
け
れ
ど
も
、

工
芸
や
デ
ザ
イ
ン
は
、
理
想
の
生
活
を
求
め
る
と
い
う
側
面
が
あ

り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
ア
ジ
ア
を
は
じ
め
発
展
途
上
に
あ
る
国

に
対
し
て
も
、
ど
う
い
う
よ
う
な
産
業
を
興
す
か
、
そ
の
土
地
の

資
源
を
加
工
し
て
工
芸
と
し
て
成
り
立
た
せ
る
か
と
い
う
面
で
、

今
ま
で
の
日
本
が
持
っ
て
い
た
ノ
ウ
ハ
ウ
を
提
供
で
き
る
と
思
う

の
で
す
。

今
の
日
本
の
社
会
と
い
う
の
は
、
生
産
型
の
社
会
か
ら
消
費
型

の
社
会
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
に
、
ま
だ
日
本
で
何
か
も

の
を
つ
く
ろ
う
と
か
、
新
し
い
も
の
を
つ
く
ろ
う
と
企
業
は
知
恵

を
絞
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
か
ら
は
、
今
ま
で
の
経
験
や
考
え

方
を
生
か
し
て
、
こ
れ
か
ら
つ
く
ろ
う
と
し
て
い
る
国
に
ノ
ウ
ハ

ウ
を
提
供
し
て
い
く
こ
と
も
重
要
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
す
る

と
芸
大
が
で
き
る
役
割
は
大
き
い
。
美
術
教
育
や
、
工
芸
教
育
、

デ
ザ
イ
ン
教
育
な
ど
た
い
へ
ん
幅
広
い
活
動
が
で
き
る
と
思
い
ま

す
。
優
秀
な
卒
業
生
も
た
く
さ
ん
い
ま
す
し
、
か
つ
て
日
本
の
地

場
産
業
を
応
援
し
た
よ
う
な
形
で
発
展
途
上
国
に
対
し
て
ア
ド
バ

イ
ス
す
る
と
い
う
の
は
大
い
に
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

野
村

能
は
、
昨
年
ユ
ネ
ス
コ
の
口
承
遺
産
の
認
定
を
受
け
た
こ

と
で
、
日
本
の
能
か
ら
世
界
の
能
へ
と
、
発
展
し
た
と
い
え
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
外
国
人
の
留
学
生
で
も
、
研
究
者
は
多
い

ん
で
す
け
ど
、
実
技
を
や
る
と
い
う
人
た
ち
は
非
常
に
少
な
い
で

す
。
こ
の
学
校
の
使
命
は
実
技
を
教
え
る
と
こ
ろ
に
も
大
き
な
も

の
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
ま
た
、
学
生
に
よ
る
海
外
公
演
で

あ
る
と
か
、
外
国
へ
出
て
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
交
歓
し
、
ま
た
摂

取
し
て
、
そ
し
て
ま
た
日
本
に
還
元
し
て
い
く
こ
と
が
も
し
芸
大

で
で
き
れ
ば
す
ご
い
こ
と
で
す
。

情
感
の
教
育

堀
口

先
ほ
ど
野
村
先
生
の
言
わ
れ
た
情
感
の
教
育
と
い
う
の
も
、

私
も
こ
れ
に
は
非
常
に
苦
労
し
て
い
る
と
い
う
か
、
先
生
の
ご
経

験
か
ら
は
ど
ん
な
ふ
う
な
こ
と
を
。

野
村

美
し
い
も
の
は
美
し
い
と
感
じ
る
と
い
う
こ
と
が
、
第
一

だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。
ど
う
し
て
も
存
在
と
し
て
も
の
を
見
た

り
す
る
ん
で
す
、
言
葉
で
は
な
か
な
か
言
い
尽
く
せ
な
い
け
れ
ど

も
。
基
本
的
な
、
初
歩
的
な
こ
と
は
言
葉
に
す
べ
て
置
き
か
え
ら

れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
芸
っ
て
何
だ
と
、
言
葉
に
言
え
な
い
も
の
が

い
ち
ば
ん
大
事
な
の
で
し
て
、
言
葉
で
説
明
で
き
る
部
分
は
浅
い

と
こ
ろ
な
ん
で
す
ね
。
そ
の
目
に
見
え
な
い
裏
側
を
見
抜
く
ま
な

ざ
し
や
、
心
を
い
か
に
伝
え
る
か
が
重
要
な
の
だ
と
い
う
感
じ
が

し
ま
す
。

堀
口

も
の
を
表
現
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
と
に
か
く
感
性
は
非

常
に
大
事
な
こ
と
、
こ
れ
は
も
う
だ
れ
で
も
わ
か
る
こ
と
な
ん
で

す
。
た
だ
、
技
術
を
通
し
て
感
性
を
ど
れ
く
ら
い
表
現
し
切
る
か
、

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
な
か
な
か
難
し
い
面
が
あ
っ
て
、
先
ほ

ど
の
徒
弟
制
度
の
話
に
も
か
か
わ
っ
て
く
る
の
で
す
け
れ
ど
、
昔

の
人
た
ち
が
修
業
に
費
や
し
た
時
間
と
い
う
の
は
圧
倒
的
に
長
い

わ
け
で
す
よ
ね
。
私
た
ち
の
場
合
は
、
大
学
へ
入
っ
て
き
て
初
め

て
触
れ
て
、
そ
こ
か
ら
ス
タ
ー
ト
、
な
か
な
か
技
術
を
磨
く
時
間

が
と
れ
な
い
で
す
よ
ね
。
け
れ
ど
も
、
や
っ
ぱ
り
修
練
に
修
練
を

重
ね
て
出
て
き
た
技
術
の
す
ご
さ
と
い
う
の
は
、
存
在
す
る
と
思

う
の
で
す
。
そ
れ
を
早
い
時
期
に
、
で
き
る
だ
け
学
生
に
知
ら
せ

た
い
と
思
い
ま
す
。

野
村

い
い
も
の
に
い
つ
も
触
れ
て
い
れ
ば
悪
い
も
の
は
わ
か
り

ま
す
ね
。
悪
い
も
の
ば
か
り
を
見
て
い
て
も
い
い
も
の
は
わ
か
ら

な
い
と
い
う
話
は
聞
き
ま
す
け
れ
ど
も
。
あ
と
は
、
ち
ょ
っ
と
禅

問
答
み
た
い
で
す
け
れ
ど
も
、
言
う
も
言
わ
れ
ず
解
く
も
解
か
れ

な
い
よ
う
な
と
こ
ろ
に
何
か
が
存
在
し
て
い
る
ん
だ
と
い
う
の
が

わ
れ
わ
れ
芸
術
家
の
仕
事
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

（
二
○
○
三
年
六
月
四
日
）

特集 継承と発展 ★「工芸」と「邦楽」の未来形

山本泰正（邦山）
やまもと・やすまさ（ほうざん）
音楽学部邦楽科（尺八）教授。
1937年滋賀県大津市生まれ。
58年京都外国語短期大学卒業。
62年正派音楽院楽理科卒業。
77年東京芸術大学非常勤講師。
96年東京芸術大学客員教授。
99年東京芸術大学教授。
2002年重要無形文化財（人間国宝）保持
者認定。
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の
例
は
な
く
、
二
十
一
世
紀
初
頭
に
そ
の
全
容

を
展
示
･
公
開
す
る
こ
と
は
将
来
の
美
術
工
芸

の
あ
る
べ
き
姿
を
模
索
し
、
ま
た
近
代
工
芸
の

歴
史
の
流
れ
を
整
理
す
る
意
味
に
お
い
て
も
大

き
な
意
義
を
持
つ
も
の
で
し
ょ
う
。

教
育
と
制
作
の
現
場
か
ら

こ
の
展
覧
会
は
、
明
治
か
ら
平
成
ま
で
日
本

の
工
芸
の
流
れ
を
俯
瞰
し
、
東
京
美
術
学
校
・

東
京
芸
術
大
学
の
工
芸
の
役
割
と
そ
の
位
置
づ

け
を
確
認
す
る
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。
芸
大
の

歴
史
を
「
集
大
成
」
し
て
お
く
こ
と
は
、
学
問

的
に
も
た
い
へ
ん
有
効
な
こ
と
で
あ
る
と
い
え

る
で
し
ょ
う
。
ま
た
教
育
と
制
作
の
現
場
で
あ

る
芸
大
と
そ
の
大
学
美
術
館
で
な
け
れ
ば
で
き

な
い
、
特
有
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
お
こ

な
う
こ
と
で
よ
り
多
く
工
芸
の
現
場
を
観
て
い

た
だ
く
と
い
う
試
み
で
も
あ
り
ま
す
。

前
史
と
し
て
の
江
戸
時
代
の
工
芸
を
は
じ
め

と
し
て
、
開
国
・
政
府
に
よ
る
殖
産
興
業
・
博

覧
会
の
時
代
か
ら
帝
室
技
芸
院
制
度
が
で
き
た

こ
ろ
を
経
て
、
東
京
美
術
学
校
の
工
芸
、
大

正
・
昭
和
の
工
芸
の
さ
ま
ざ
ま
な
動
向
を
眺
め

ま
す
。
ま
た
、
特
別
企
画
と
し
て
現
役
教
官
の

作
品
も
展
示
し
ま
す
。

会
期
中
は
ギ
ャ
ラ
リ
ー
・
ト
ー
ク
を
企
画
し

て
お
り
、
各
専
攻
分
野
の
専
門
家
に
よ
る
掘
り

下
げ
た
解
説
や
作
品
談
義
な
ど
を
お
聞
か
せ
で

き
る
予
定
で
す
。

一
方
、
美
術
学
部
主
催
に
よ
る
国
際
陶
芸

展
・
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
国
際
陶
芸
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
の
開
催
、
ま
た
漆
芸
講
座
に
よ
る
ワ

ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
金
工
分
野

に
よ
る
実
演
や
ガ
ラ
ス
造
形
に
よ
る
バ
ー
ナ
ー

東
京
芸
大
と
「
工
芸
」

わ
が
国
の
造
形
美
術
の
歴
史
は
、
古
く
縄
文
・

弥
生
時
代
に
ま
で
遡
り
ま
す
。
仏
教
文
化
が
伝
来

す
る
と
多
く
の
造
形
表
現
の
技
術
や
材
料
が
伝
え

ら
れ
て
絢
爛
と
し
た
文
化
の
華
が
開
き
、
そ
の
後

も
各
時
代
の
様
式
を
伝
え
な
が
ら
現
代
に
い
た
る

ま
で
綿
々
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ

ら
の
造
形
文
化
の
成
り
立
ち
は
と
り
も
な
お
さ
ず

各
時
代
の
感
性
と
、「
工
芸
」
の
素
材
と
技
術
の

歴
史
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

「
工
芸
」
に
は
、
彫
金
・
鍛
金
・
鋳
金
と
い
っ

た
各
種
の
金
工
技
法
、
漆
芸
、
木
工
芸
、
染
、
織
、

陶
磁
、
ガ
ラ
ス
、
皮
革
、
七
宝
、
竹
芸
等
が
あ
り

ま
す
。
東
京
美
術
学
校
（
東
京
芸
術
大
学
）
は
開

学
以
来
百
十
余
年
の
永
い
歴
史
の
な
か
で
、「
工

芸
」
の
分
野
で
、
設
立
当
初
に
金
工
の
三
専
攻

（「
彫
金
」
・
「
鍛
金
」
・
「
鋳
金
」）
と
「
漆
芸
」

が
設
立
さ
れ
、
戦
後
に
な
っ
て
新
た
に
「
陶

芸
」
・
「
染
織
」
の
分
野
、
さ
ら
に
「
木
工
芸
」

が
加
わ
り
、「
ガ
ラ
ス
造
形
」
が
新
設
さ
れ
ま
し

た
。
こ
れ
ら
「
工
芸
」
の
各
専
門
分
野
で
は
、
わ

が
国
の
伝
統
を
継
承
し
な
が
ら
時
代
ご
と
に
生
ま

れ
る
新
た
な
感
性
で
表
現
し
、
現
代
に
い
た
る
ま

で
制
作
活
動
を
繰
り
広
げ
、
大
き
な
成
果
を
上
げ

た
多
く
の
人
材
を
輩
出
し
て
き
ま
し
た
。

大
学
美
術
館
で
開
催
さ
れ
る
「
名
作
２
０
０
余

点
で
た
ど
る
『
工
芸
の
世
紀
』
明
治
の
置
物
か
ら

現
代
の
ア
ー
ト
ま
で
」
は
、
こ
の
よ
う
に
極
め
て

幅
の
広
い
専
門
分
野
で
活
躍
し
て
き
た
作
家
の
作

品
を
主
軸
と
し
て
、
時
代
背
景
を
も
考
慮
し
な
が

ら
、「
工
芸
」
と
い
う
切
り
口
で
一
世
紀
余
に
わ

た
る
歴
史
を
俯
瞰
で
き
る
よ
う
な
展
覧
会
で
す
。

こ
の
よ
う
な
企
画
･
開
催
は
過
去
に
お
い
て
も
そ

工
芸
の
世
紀
を
俯
瞰
す
る

「
名
作
200
余
点
で
た
ど
る『
工
芸
の
世
紀
』明
治
の
置
物
か
ら

現
代
の
ア
ー
ト
ま
で
」
展
の
意
義

戸
津
圭
之
介

金工－彫金
絵舞楽太平楽置物
海野勝
1899年（明治32）
42.3×21.0×46.0
宮内庁三の丸尚蔵館

漆工
国会議事堂御便殿扉-1
東京美術学校
1931年（昭和6）
乾漆粉蒔（潤）金研出・平・高蒔絵　色漆　螺鈿（夜光貝）
縦93.4 横78.5 扉板・縦69.0 横56.0
芸大美術館

金彩佐波理盤
戸津圭之介
1983年（昭和58）
惣型鋳金、佐波理　9.2(h)径34.0
第30回日本伝統工芸展出品
芸大美術館
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ワ
ー
ク
の
開
催
も
計
画
さ
れ
て
お
り
、
東
京
芸

術
大
学
美
術
学
部
な
ら
で
は
の
制
作
現
場
か
ら

の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
と
な
る
こ
と
で
し
ょ

う
。継

承
と
発
展
の
意
味

わ
が
国
の
造
形
文
化
の
歴
史
に
想
い
を
馳
せ
、

「
継
承
と
発
展
」
の
意
義
を
改
め
て
認
識
し
、
将

来
の
造
形
教
育
の
重
要
性
を
、
展
覧
会
を
と
お

し
て
十
分
に
感
じ
取
る
の
は
大
切
な
こ
と
だ
と

思
い
ま
す
。
古
く
か
ら
伝
え
ら
れ
て
き
た
造
形

文
化
の
数
々
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
要
請
と

飽
く
な
き
探
究
心
の
結
果
も
た
ら
さ
れ
た
も
の

な
の
で
す
。
単
に
各
素
材
の
加
工
技
法
に
と
ど

ま
ら
な
い
高
度
な
科
学
技
術
の
粋
で
あ
り
、
ま

さ
に
継
承
と
発
展
の
賜
物
で
あ
る
と
い
え
る
で

し
ょ
う
。

ま
た
、
連
綿
と
し
て
伝
え
受
け
継
が
れ
た
文

化
は
、「
現
代
」
の
な
か
に
脈
々
と
し
て
流
れ
つ

づ
け
て
い
ま
す
。
そ
の
伝
統
の
底
力
の
上
に
新

し
い
華
が
開
き
、
そ
の
時
代
を
創
り
出
す
こ
と

に
な
る
の
で
す
。
こ
の
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と

は
造
形
芸
術
の
教
育
現
場
に
携
わ
る
わ
れ
わ
れ

に
と
っ
て
重
要
な
命
題
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

先
祖
が
遺
し
て
く
れ
た
文
化
的
な
遺
産
―
―

そ
の
精
神
、
素
材
、
技
術
を
正
し
く
認
識
し
、

そ
こ
か
ら
触
発
さ
れ
刺
激
を
受
け
て
創
造
の
精

神
を
起
こ
す
の
で
す
。
個
性
・
感
性
・
創
意
の

も
と
に
咀
嚼
し
受
け
継
い
で
、
は
じ
め
て
そ
こ

に
発
展
性
の
あ
る
新
し
い
文
化
が
息
づ
い
て
く

る
の
だ
と
い
う
こ
と
は
長
い
歴
史
が
教
え
て
く

れ
ま
す
。

ま
た
一
方
で
、
継
承
さ
れ
る
べ
き
文
化
は
そ

の
時
代
に
正
し
く
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
発
展
は

あ
り
え
ず
、
衰
退
の
一
途
を
た
ど
る
と
い
う
側

面
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
払
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

試
行
と
葛
藤
と
い
う
プ
ロ
セ
ス

若
い
時
代
に
は
安
易
な
応
用
の
動
作
か
ら
入

る
の
で
は
な
く
、
少
々
時
間
が
か
か
り
、
ま
わ

り
道
を
し
て
で
も
基
本
的
な
事
柄
を
し
っ
か
り

と
身
に
つ
け
て
お
く
こ
と
が
必
要
だ
と
思
い
ま

す
。
そ
う
す
れ
ば
将
来
に
い
く
ら
で
も
本
格
的

な
応
用
の
動
作
に
適
応
し
て
い
け
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

結
果
ば
か
り
を
先
追
い
す
る
の
で
は
な
く
、

そ
こ
に
辿
り
着
く
過
程
が
ど
れ
ほ
ど
大
切
な
も

の
で
あ
る
か
を
改
め
て
認
識
す
る
こ
と
。
そ
れ

こ
そ
が
、
継
承
さ
れ
て
き
た
文
化
の
将
来
へ
の

正
し
い
橋
渡
し
に
な
り
、
発
展
性
を
持
っ
た
本

来
の
意
味
の
継
承
に
な
る
で
し
ょ
う
。
試
行
と

葛
藤
こ
そ
、
文
化
の
発
展
に
繋
が
っ
て
い
く
の

で
す
。

こ
の
機
会
に
、
改
め
て
物
を
つ
く
る
と
い
う

こ
と
、
工
芸
す
る
こ
と
、
も
の
つ
く
り

、
、
、
、
、

の
大
切

さ
を
知
り
、
作
品
が
出
来
上
が
る
過
程
の
面
白

さ
を
体
験
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

頭
の
中
で
考
え
る
だ
け
で
は
な
く
、「
手
」
で
考

え
る
こ
と
、
熟
慮
し
な
が
ら
行
動
し
、
行
為
し

な
が
ら
考
え
を
進
め
纏
め
上
げ
る
。
こ
う
し
て
、

も
の
が
出
来
上
が
り
、
つ
く
る
こ
と
、
手
を
動

か
す
こ
と
の
楽
し
さ
大
切
さ
を
再
認
識
し
て
、

子
供
た
ち
や
若
い
世
代
の
美
術
教
育
の
現
場
で

さ
ら
に
採
用
さ
れ
積
極
的
に
取
り
入
れ
ら
れ
て

い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

「
工
芸
の
世
紀
」
展
の
大
き
な
意
義
も
、
ま
さ

に
こ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

とつ・けいのすけ

美術学部工芸科鋳金研究室教授。
1938年東京都生まれ。
61年東京芸術大学美術学部工芸科卒業。
82年東京芸術大学美術学部工芸科助手、
86年講師、88年助教授、91年より教授
（95～98年文化財保存学教授を兼任）
96年から99年まで東京芸術大学学生部長。

特集 継承と発展 ★工芸の世紀を俯瞰する

漆工
蓬莱之棚
松田権六（1896-1986）
1944年（昭和19年）
61.2×37.3×114.0
第6回新文展
石川県立美術館

陶磁
彩磁花卉文花瓶
板谷波山（1872-1963）
1932年（昭和7年）
薄肉彫　高32.0 口径23.8
昭和７年第13回帝展
芸大美術館

「名作200余点でたどる『工芸の世紀』明治の置
物から現代のアートまで」は東京芸術大学大学
美術館にて10月７日（火）から11月30日（日）
まで開催　主催:東京芸術大学・朝日新聞社
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わ
れ
わ
れ
の
三
味
線
音
楽
の
な
か
に
も
長
唄
の

「
熊
野
」
が
あ
り
ま
す
。
横
断
的
試
み
と
し
て
は
、

説
得
力
の
あ
る
演
目
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

今
回
「
竹
取
物
語
」
が
選
ば
れ
た
の
は
、
日

本
の
「
物
語
」
の
は
じ
め
、
だ
れ
で
も
知
っ
て

い
る
筋
書
き
で
わ
か
り
や
す
い
と
い
う
理
由
に

よ
る
も
の
で
す
。
た
だ
し
「
熊
野
」
の
よ
う
に

音
楽
的
に
共
通
の
題
材
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
準
備
に
は
か
な
り
時

間
が
か
か
る
う
え
に
、
出
演
者
も
大
勢
お
り
ま

す
の
で
、
全
員
が
そ
ろ
う
の
が
な
か
な
か
難
し

い
。
た
だ
し
そ
の
辺
は
皆
さ
ん
が
プ
ロ
で
す
か

ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
稽
古
を
や
っ
て
お
い
て
、
一
、

二
回
の
舞
台
稽
古
で
本
番
に
か
け
る
。

他
の
学
科
と
の
共
同
作
業
が
で
き
た
の
も
芸

大
な
ら
で
は
の
こ
と
で
す
。
美
術
学
部
の
伊
藤

隆
道
教
授
に
よ
る
舞
台
装
置
と
音
楽
の
合
作
は
、

「
さ
す
が
芸
大
」
だ
と
い
う
反
響
が
か
な
り
あ
り

ま
し
た
。
ま
た
、
私
た
ち
は
ふ
だ
ん
日
本
舞
踊

と
の
つ
な
が
り
が
深
い
も
の
で
す
が
、
今
回
、

能
楽
や
狂
言
の
方
、
な
か
で
も
野
村
萬
作
さ
ん

や
萬
斎
さ
ん
と
や
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
、
台
詞

に
対
す
る
意
識
の
高
さ
に
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。

教
育
的
効
果

学
生
へ
の
効
果
と
い
う
点
で
は
、
ふ
だ
ん
は

見
ら
れ
な
い
先
生
の
姿
、
た
と
え
ば
放
課
後
に

作
曲
し
て
い
る
と
こ
ろ
や
、
音
楽
を
聴
き
、
振

り
を
見
て
作
調
す
る
姿
を
学
生
が
見
て
、
こ
う

い
う
ふ
う
に
作
調
す
る
の
か
と
い
う
勉
強
に
な

り
ま
す
。
そ
う
い
う
点
で
は
学
生
に
と
っ
て
教

科
書
で
説
明
さ
れ
る
よ
り
も
勉
強
に
な
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

邦
楽
が
学
校
教
育
の
な
か
に
取
り
入
れ
ら
れ

邦
楽
総
合
ア
ン
サ
ン
ブ
ル

研
究
の
意
義

五
月
に
奏
楽
堂
で
上
演
さ
れ
た
「
創
作
　
竹
取

物
語
」「
能
舞
　
相
聞
」
は
、
演
奏
芸
術
セ
ン
タ

ー
の
主
催
、
音
楽
学
部
邦
楽
科
の
企
画
に
よ
り
、

昨
年
の
「
熊ゆ

野や

の
物
語
」
に
引
き
続
き
企
画
さ
れ

た
も
の
で
す
。
能
楽
、
長
唄
、
山
田
流
筝
曲
、
生

田
流
筝
曲
、
尺
八
、
邦
楽
囃
子
、
雅
楽
、
常
磐
津
、

日
本
舞
踊
の
諸
専
攻
の
教
官
が
参
加
し
た
邦
楽
総

合
の
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
公
演
で
す
。
こ
の
な
か
で
私

は
打
楽
器
部
門
と
、
新
し
く
作
曲
さ
れ
た
部
分
に

つ
い
て
は
作
調
と
い
う
形
で
お
手
伝
い
し
ま
し
た
。

〈
邦
楽
総
合
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
研
究
〉
に
つ
い
て

は
、
芸
大
と
し
て
待
望
さ
れ
て
い
た
も
の
が
や
っ

と
実
現
し
た
か
な
と
い
う
思
い
が
あ
り
ま
す
。
外

の
世
界
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
実
験
的
な
試
み
は
お
こ

な
わ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
。
た
だ
、
歩
み
を
始
め

た
の
で
す
か
ら
、
こ
れ
か
ら
は
急
速
に
発
展
し
て

い
く
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
邦
楽
科
に
は
多
く

の
セ
ク
シ
ョ
ン
が
あ
り
、
横
断
的
な
つ
な
が
り
が

う
ま
く
か
み
あ
わ
な
い
と
、
こ
う
し
た
大
規
模
な

企
画
は
成
り
立
ち
え
ま
せ
ん
。
ま
た
、
ひ
と
つ
の

大
学
の
な
か
に
こ
れ
だ
け
の
セ
ク
シ
ョ
ン
が
集
ま

っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
芸
大
の
責
任
は
た
い
へ

ん
大
き
い
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

「
熊
野
」と「
竹
取
」

〈
邦
楽
総
合
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
研
究
〉
の
第
一
回

で
あ
っ
た
「
熊
野
の
物
語
」
は
、「
熊
野
」
と
い

う
テ
ー
マ
が
邦
楽
の
世
界
に
幅
広
く
わ
た
る
共
通

の
題
材
で
あ
る
こ
と
か
ら
選
ば
れ
ま
し
た
。
能
楽

に
「
熊
野
」
と
い
う
曲
が
あ
り
、
山
田
流
の
筝
曲

に
も
「
熊
野
」
と
い
う
曲
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

「
熊
野
」か
ら「
竹
取
」へ

邦
楽
総
合
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
研
究
の
試
み

三
浦
正
義
（
望
月
太
喜
雄
）

「熊野の物語」（2002年5月3日・奏楽堂）より
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た
こ
と
で
、
こ
れ
か
ら
さ
ま
ざ
ま
影
響
が
出
て

く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
い
ま
ま
で
は

個
人
に
付
い
て
古
典
を
習
得
し
て
き
た
学
生
が

ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
の
で
す
が
、
学
校
教
育
の
な

か
で
興
味
を
も
っ
た
人
が
大
学
に
入
っ
て
く
る
。

芸
大
と
し
て
は
、
そ
れ
に
見
合
っ
た
教
育
者
を

全
国
に
輩
出
し
て
い
く
と
い
う
務
め
も
で
て
く

る
で
し
ょ
う
。

た
だ
マ
ン
・
ツ
ー
・
マ
ン
で
、
ニ
四
時
間
そ

ば
に
い
て
教
え
教
わ
る
│
│
人
間
対
人
間
と
い

い
ま
す
か
、
そ
こ
か
ら
受
け
取
る
も
の
、
そ
れ

が
ほ
ん
と
う
の
「
芸
」
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
芸
の
奥
に
あ
る
も
の
は
な
か
な
か
口
で

は
教
え
ら
れ
な
い
も
の
で
す
。

こ
れ
か
ら
の
展
開

こ
う
い
っ
た
舞
台
の
場
合
、
ど
う
し
て
も
動

き
の
ほ
う
が
主
に
な
っ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
が
あ

っ
て
、
そ
れ
に
対
し
て
音
楽
が
合
わ
せ
る
こ
と

に
な
る
。
そ
の
辺
で
は
、
演
出
が
た
い
へ
ん
だ

っ
た
と
思
い
ま
す
。

ま
だ
二
回
目
で
す
か
ら
、
い
ま
の
と
こ
ろ
す

べ
て
の
分
野
を
表
に
出
す
、
出
番
を
公
平
に
与

え
る
と
い
う
形
で
進
ん
で
い
ま
す
が
、
こ
れ
か

ら
は
も
う
少
し
こ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
と
こ
の
セ
ク

シ
ョ
ン
を
主
に
や
ろ
う
と
か
と
い
う
こ
と
に
な

っ
て
い
く
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
何

回
も
回
を
重
ね
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
し
ょ
う

「
熊
野
の
物
語
」
の
話
が
最
初
に
あ
っ
た
と
き
、

邦
楽
全
般
を
網
羅
し
た
作
曲
を
す
る
先
生
が
い

ら
っ
し
ゃ
る
の
か
と
期
待
し
て
い
た
の
で
す
。

実
際
に
は
、
邦
楽
科
の
先
生
同
士
が
持
ち
寄
っ

た
も
の
で
組
み
合
わ
さ
れ
た
の
で
す
が
、
最
初

の
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
の
出
発
点
と
し
て
は
し
ょ
う

が
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

邦
楽
だ
け
を
や
る
に
し
て
も
、
映
像
美
術
や

作
曲
家
の
先
生
の
手
も
借
り
た
い
。
そ
の
た
め

に
は
邦
楽
の
作
曲
家
を
養
成
で
き
な
い
か
と
思

い
ま
す
。
あ
る
い
は
、
作
曲
科
の
な
か
で
邦
楽

を
作
曲
す
る
人
が
出
て
き
て
欲
し
い
。

芸
大
は
先
端
を
い
く
わ
け
で
す
か
ら
、
今
ま

で
セ
ク
シ
ョ
ン
で
固
ま
っ
て
い
た
の
が
、
こ
の

ア
ン
サ
ン
ブ
ル
を
き
っ
か
け
に
、
い
ろ
い
ろ
な

動
き
が
で
て
く
る
と
、
も
っ
と
芸
大
の
特
色
が

出
て
き
て
刺
激
も
生
ま
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て

い
ま
す
。

みうら・まさよし（もちづき・たきお）

音楽学部邦楽科（邦楽囃子）助教授。
1944年神奈川県生まれ。
74年から東京芸術大学音楽学部邦楽科
非常勤講師を数度にわたり務めたのち、
2000年より東京芸術大学音楽学部邦楽科
助教授。

特集 継承と発展 ★「熊野」から「竹取」へ

「『創作　竹取物語―物語の出で来始めの祖―』
『能舞　相聞』」は2003年5月3日（土・祝）に
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