
1

　
「
あ
れ
は
う
れ
し
か
っ
た
」
と
、
今
で
も
つ
く
づ
く

思
い
出
さ
れ
る
事
が
あ
る
。

　
「
後
継
者
」
に
関
し
て
は
、
何
か
と
苦
労
の
多
い

「
伝
統
工
芸
」
の
世
界
で
、
息
子
の
仕
事
が
高
く
評
価

さ
れ
た
時
で
あ
る
。

　

後
継
者
と
し
て
働
き
始
め
た
長
男
が
、
仕
事
の
傍

ら
出
品
し
て
い
た
県
美
展
に
、
連
続
入
選
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。
そ
れ
な
ら
ば
と
、
全
国
規
模
の
伝
統
工

芸
展
に
出
品
を
促
し
た
。
入
選
を
目
標
に
、
幾
度
か

の
挑
戦
。
入
選
と
選
外
、
中
央
の
レ
ベ
ル
の
高
さ
と

自
ら
の
技
術
の
差
、
苦
悩
と
工
夫
が
積
み
重
な
っ
た

何
回
目
か
の
発
表
の
日
。
夢
に
も
思
わ
ぬ
「
入
賞
」

し
か
も
、
上
位
入
賞
の
電
話
連
絡
が
入
っ
た
の
で
あ

る
。
当
然
の
事
な
が
ら
、
私
も
出
品
し
て
い
る
し
、

突
然
の
知
ら
せ
に
興
奮
し
、
一
瞬
、
わ
が
事
か
と
思

い
、
電
話
の
向
う
と
会
話
が
か
み
合
わ
な
か
っ
た
事

が
思
い
出
さ
れ
る
。

　

こ
の
時
の
長
男
の
作
品
は
、
素
杢
（
す
も
く
）
の

欅
材
で
筐
体
を
造
り
、
側
面
と
天
面
に
連
続
し
た
丸

溝
を
刻
ん
で
波
を
表
現
し
、
木
画
象
嵌
（
も
く
が
ぞ

う
が
ん
）
を
施
し
た
大
振
り
な
飾
り
箱
で
、
銘
木
と

伝
統
に
こ
だ
わ
ら
な
い
創
意
が
大
き
く
評
価
さ
れ

た
。

　

公
募
展
に
入
選
し
、
作
品
が
展
示
さ
れ
、
多
く
の

人
々
の
目
に
触
れ
る
と
い
う
の
は
、
特
に
Ｐ
Ｒ
活
動

を
し
て
い
な
い
我
々
に
と
っ
て
は
、
認
知
を
促
す
良

い
機
会
で
も
あ
り
、
同
時
に
、
技
術
向
上
へ
の
動
機

づ
け
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

　

木
工
芸
は
、
長
い
年
月
を
か
け
、
手
技
を
磨
き

「
も
の
」を
学
ぶ
と
い
わ
れ
て
来
た
が
、今
の
世
の
中
、

そ
う
悠
長
な
事
も
言
っ
て
い
ら
れ
な
い
。
機
械
の
導

入
は
不
可
欠
で
あ
る
し
、
新
た
な
技
法
や
素
材
の
応

用
も
「
伝
統
」
の
一
部
と
し
て
取
り
入
れ
る
べ
き
で

あ
る
。
昔
な
が
ら
の
「
膠
」（
に
か
わ
）
に
魅
力
を
感

じ
つ
つ
、
合
成
樹
脂
系
接
着
剤
の
接
着
強
度
、
耐
久

性
を
利
用
し
な
い
手
は
無
い
し
、
椋
（
む
く
）
の
葉

や
木
賊
（
と
く
さ
）
で
研
い
だ
木
肌
に
、
勝
る
と
も

劣
ら
ぬ
仕
上
が
り
を
見
せ
る
研
磨
紙
は
、
作
業
の
効

率
と
い
う
点
で
も
有
効
で
あ
る
。

　
「
古
来
の
物
を
古
来
の
ま
ま
に
造
る
事
」を
踏
ま
え

つ
つ
「
よ
り
良
い
物
を
造
る
、
良
い
方
法
を
常
に
考

え
る
」
の
が
、
今
の
世
で
伝
統
工
芸
を
指
向
す
る
者

の
務
め
で
あ
る
と
思
う
し
、
先
人
の
努
力
も
、
実
は

「
そ
の
時
代
で
の
最
新
技
術
」
を
指
向
す
る
も
の
で

あ
っ
た
は
ず
な
の
だ
。

　

長
男
が
、
比
較
的
短
期
間
で
、
あ
る
程
度
の
成
果

を
挙
げ
た
の
も
、
こ
の
よ
う
な
考
え
が
あ
っ
た
か
ら

か
も
し
れ
な
い
。

　

工
業
デ
ザ
イ
ン
を
学
ん
で
培
わ
れ
た
感
性
か
、
単

に
「
若
い
」
と
い
う
事
か
、
一
時
、
装
飾
過
多
と
も

思
え
る
よ
う
な
意
匠
を
続
け
た
事
も
あ
っ
た
が
、
そ

れ
は
「
伝
統
の
枠
」
の
中
で
堂
々
巡
り
を
す
る
よ
う

な
も
の
で
あ
っ
た
。
や
が
て
、
そ
の
混
沌
か
ら
何
か

を
学
ん
だ
の
か
、
私
の
よ
う
に
銘
木
に
は
拘
ら
ず
、

平
凡
な
材
に
、
削
り
や
、
透
か
し
彫
り
を
施
し
、
そ

の
他
さ
ま
ざ
ま
な
加
工
を
加
え
る
よ
う
に
な
り
、
作

風
も
確
実
に
変
わ
っ
て
来
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
う
い
っ
た
息
子
の
作
品
と
、
以
前
に
も
増
し
て

銘
木
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
私
の
作
品
と
が
同
じ
会
場

に
並
ぶ
「
父
子
展
」
は
、
そ
の
対
比
も
あ
っ
て
か
、

来
場
者
の
方
々
も
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
よ
う
だ
。

　

そ
し
て
、
き
ま
っ
て
讃
辞
が
集
ま
る
の
は
、
息
子

の
方
で
あ
る
。
そ
れ
も
ま
た
う
れ
し
く
思
わ
れ
る
も
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の
で
、
ど
う
し
て
も
似
て
く
る
作
風
を
意
識
し
て
避

け
よ
う
と
す
る
苦
労
が
、
こ
う
い
う
時
に
報
わ
れ
て

い
る
の
だ
ろ
う
と
、
親
と
し
て
も
同
じ
く
報
わ
れ
、

ま
た
、
心
和
む
時
で
も
あ
る
。

　

木
工
芸
は
、
多
種
多
様
の
道
具
、
治
具
を
使
う
。

さ
ま
ざ
ま
な
鋸（
の
こ
ぎ
り
）と
、何
十
丁
も
の
鉋（
か

ん
な
）を
取
り
そ
ろ
え
、「
こ
れ
ぞ
手
技
の
仕
事
場
」と

い
う
よ
う
な
写
真
を
見
る
と
、
私
も
懐
か
し
く
昔
を

思
い
出
す
が
、
不
思
議
な
気
分
に
も
な
る
。
今
、
作

業
台
の
側
に
は
機
械
場
が
あ
り
、
道
具
は
硬
木
用
、

軟
木
用
各
三
丁
程
度
の
鉋
。
際
鉋
（
き
わ
が
ん
な
）

等
、最
小
限
の
特
殊
な
鉋
。
絞
り
込
ん
だ
鉋
類
だ
が
、

豆
鉋
だ
け
は
例
外
で
、仕
上
げ
る
物
の
形
に
合
わ
せ
、

そ
の
都
度
作
っ
て
い
る
の
で
、
ど
ん
ど
ん
増
え
て
い

く
。
そ
し
て
、
鑿
（
の
み
）
類
と
小
刀
。
鋸
は
一
品

物
か
ら
安
価
な
替
え
刃
式
ま
で
。
ま
た
、
近
所
の
鉄

工
所
か
ら
も
ら
う
、
鉄
鋼
用
の
超
硬
刃
物
の
破
片
も

重
宝
な
切
削
道
具
と
な
る
の
だ
。
万
事
自
己
流
の
道

具
立
て
と
作
業
で
あ
る
。

　
「
生
涯
現
役
」が
目
標
で
あ
る
。
無
理
な
作
業
や
力

に
頼
っ
た
仕
事
を
改
善
し
て
い
く
努
力
も
大
切
だ
と

思
っ
て
い
る
。

　
「
黒
柿
」と
い
う
銘
木
を
ご
存
知
だ
ろ
う
か
。
来
歴

を
正
倉
院
の
御
物
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
事
の
で
き
る

銘
木
で
あ
る
。
そ
の
色
相
、
品
格
、
手
触
り
と
刃
通

り
の
良
さ
に
限
り
な
い
魅
力
を
感
じ
、
こ
だ
わ
っ
て

い
る
材
で
あ
る
。
か
つ
て
、
針
箱
、
鏡
台
、
火
鉢
、

茶
箪
笥
（
ち
ゃ
だ
ん
す
）
等
々
、
さ
ま
ざ
ま
な
家
具

調
度
と
し
て
、
方
々
の
家
に
在
っ
た
も
の
だ
が
、
現

在
、
産
出
量
が
激
減
し
、
超
の
つ
く
高
級
材
と
な
っ

て
か
ら
は
、
新
た
な
製
品
は
少
な
く
な
っ
て
い
る
。

原
木
そ
の
も

の
も
、
新
品

種
に
比
べ
て

果
実
の
食
味

も
劣
っ
て
い

た
の
か
、次
々

と
植
え
換
え

ら
れ
、
枯
渇

寸
前
の
状
態

で
あ
る
。

　

鶴
岡
が
、

黒
柿
細
工
の

特
産
地
と
し

て
知
ら
れ
て

久
し
い
が
、

前
記
の
よ
う
な
材
料
確
保
の
問
題
と
、
後
継
者
不
足

に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

私
は
、個
展
や
、春
と
秋
の
伝
統
工
芸
展
に
あ
た
っ

て
も
、黒
柿
の
作
品
を
造
る
よ
う
心
掛
け
て
い
る
が
、

そ
れ
は
単
に
、
美
材
、
希
少
材
だ
か
ら
と
い
う
ば
か

り
で
は
な
く
、
仕
事
の
活
性
化
に
も
つ
な
げ
た
い
と

考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

幸
い
、
黒
柿
に
は
先
代
か
ら
か
か
わ
っ
て
来
て
い

る
の
で
、
遠
く
は
岩
手
、
青
森
方
面
と
の
付
き
合
い

も
あ
り「
今
は
原
野
と
な
っ
て
い
る
廃
村
か
ら
出
た
」

な
ど
と
い
う
黒
柿
を
少
し
ず
つ
だ
が
求
め
る
事
が
で

き
る
状
況
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
代
金
は
、
決
し

て
安
く
は
な
い
。
時
に
暮
ら
し
を
圧
迫
す
る
も
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
で
も
イ
ザ
と
な
れ
ば
求
め
ず
に
お
れ

な
い
し
、
そ
の
上
、
長
い
間
の
乾
燥
、
管
理
の
手
間

な
ど
コ
ス
ト
的
に
も
大
変
な
思
い
を
し
な
が
ら
の
黒

柿
と
の
付
き
合
い
な
の
だ
が
、
今
あ
る
材
料
を
大
切

に
使
い
つ
つ
、
黒
柿
の
文
化
を
も
伝
え
て
行
き
た
い

と
思
っ
て
い
る
。
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■吉田　宏介

昭和11年天童市生まれ

　桐箱製造業の傍ら創作活動に入り、昭

和57年、山形県総合美術展工芸部門に入

選。以後、伝統工芸新作展、日本伝統工

芸展、日本工芸会木竹部会展等に入選、

入賞。平成２年に個展、平成５年には親

子展を開いた。

　日本工芸会正会員、日本工芸会東日本

支部会員。

木 工
●　

後
継
者
に
作
品
発
表
の
機
会
を
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