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竹
ア
ー
ト
を
通
じ
て
、
里
山
と
街

を
つ
な
げ
た
い

設
計
士
と
し
て
働
く
傍
ら
、里
山
再

生
活
動
に
取
り
組
む
島
田
さ
ん
。大

井
川
鐵
道
沿
線
で
３
月
25
日
㈰
ま

で
開
催
中
の
「『U

ア

ン

マ

ン

ド

N
M

A
N

N
ED

』

無
人
駅
の
芸
術
祭
／
大
井
川
」
に

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
し
て
参
加
し
、

放
置
竹
林
問
題
を
ア
ー
ト
を
通
じ

て
訴
え
て
い
ま
す
。

【
日
本
の
原
風
景
「
里
山
」】

　

結
婚
を
機
に
、
島
田
市
に
移
り

住
ん
だ
島
田
さ
ん
。10
年
ほ
ど
前
、

建
築
の
仕
事
を
通
じ
て
、
里
山
に

興
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
振

り
返
り
ま
す
。

　
「
里
山
と
は
、
住
ん
で
い
る
人

と
自
然
が
共
生
し
て
い
る
所
。山

林
や
田
ん
ぼ
は
、
昔
か
ら
人
の
手

が
入
り
、
管
理
さ
れ
て
い
ま
す
。

人
が
利
用
す
る
こ
と
で
、
里
山
の

中
で
完
結
す
る
二
次
的
生
態
系
が

確
立
し
て
い
る
ん
で
す
」

　

近
年
、
高
齢
化
や
林
業
の
衰
退

な
ど
に
よ
り
、
里
山
の
手
入
れ
が

続
け
ら
れ
ず
放
棄
さ
れ
、
こ
の
生

態
系
や
景
観
の
崩
壊
が
進
ん
で
い

る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
特
に
『
竹
』。昔
は
ほ
と
ん

ど
の
生
活
道
具
が
竹
製
で
し

た
が
、
今
で
は
あ
ま
り
使
わ
れ
な

く
な
っ
た
た
め
か
、
多
く
の
竹
林

が
放
置
さ
れ
て
い
ま
す
。竹
は
成

長
が
早
く
、
他
の
樹
木
の
成
長
を

妨
げ
る
だ
け
で
な
く
、
里
山
の
環

境
を
も
侵
食
し
、
深
刻
な
問
題
と

な
っ
て
い
る
ん
で
す
」

【
竹
の
価
値
を
再
構
築
す
る
】

　

平
成
25
年
、
こ
の
問
題
の
改
善

と
解
決
の
た
め
、
島
田
さ
ん
は
仲

間
と
共
に
「G

グ

ル

ー

ム

room

し
ず
お
か
」

を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。

　
「
グ
ル
ー
ム
で
は
、
静
岡
市
を

中
心
に
、
竹
林
の
整
備
活
動
だ
け

で
な
く
、
竹
を
活
用
し
た
里
山
の

保
全
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。花

器
や
能
舞
台
を
竹
で
作
っ
た
り
、

青
葉
シ
ン
ボ
ル
ロ
ー
ド
に
竹
灯
籠

６
０
０
０
個
を
並
べ
た
イ
ベ
ン
ト

を
開
催
し
た
り
し
て
、
竹
の
持
つ

可
能
性
を
見
直
し
、
そ
の
魅
力
を

伝
え
て
い
ま
す
。市
内
に
あ
る
酒

造
場
で
は
、
日
本
酒
づ
く
り
に
使

う
仕
込
み
水
の
ろ
過
材
を
、
木
炭

か
ら
竹
炭
に
変
え
て
も
ら
っ
た
ん

で
す
。取
り
組
み
を
知
っ
て
も
ら

う
こ
と
で
、
さ
ら
に
需
要
が
生
ま

れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
」

【
竹
ア
ー
ト
に
よ
る
地
域
活
性
化
】

　

平
成
27
年
か
ら
、
活
動
の
場
を

島
田
市
へ
広
げ
、
地
元
Ｎ
Ｐ
Ｏ
が

企
画
す
る
ア
ー
ト
イ
ベ
ン
ト
に

参
加
。一
昨
年
は
、
川
根
町
抜
里

地
区
の
竹
を
使
っ
た
作
品
を
、
抜

里
駅
に
展
示
し
ま
し
た
。

　
「
コ
ン
セ
プ
ト
は
『
竹
で
街
中

と
中
山
間
地
域
を
ア
ー
ト
で
つ
な

げ
る
』。
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し
て

何
よ
り
う
れ
し
か
っ
た
の
は
、
抜

里
の
皆
さ
ん
が
当
事
者
と
し
て
、

地
元
の
竹
を
使
っ
た
作
品
を
ず
っ

と
気
に
掛
け
て
く
れ
た
こ
と
、
愛

着
を
持
っ
て
く
れ
た
こ
と
で
す
」

　

イ
ベ
ン
ト
の
成
果
は
、
来
場
者

数
で
は
な
く
、
そ
こ
に
住
む
人
に

ど
う
影
響
を
与
え
る
か
だ
と
、
島

田
さ
ん
は
力
強
く
語
り
ま
す
。

　
「
僕
の
作
品
を
見
て
『
何
で
竹

を
使
っ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
』
と
興

味
を
持
っ
て
も
ら
え
れ
ば
、
狙
い

ど
お
り
で
す
ね
。地
元
の
人
を
巻

き
込
む
こ
と
で
、
自
分
た
ち
の
住

む
場
所
を
誇
り
に
思
っ
て
も
ら

い
、
地
域
が
活
性
化
す
る
き
っ
か

け
に
な
れ
ば
う
れ
し
い
で
す
」

　

地
域
の
さ
ら
な
る
魅
力
の
発

掘
を
想
像
し
、
笑
み
を
こ
ぼ
す
島

田
さ
ん
。「
竹
」
か
ら
始
ま
る
新
た

な
行
動
の
連
鎖
を
、
里
山
か
ら
街

へ
と
つ
な
い
で
い
ま
す
。

里山再生に取り組むアーティスト

島
し ま だ

田慎
し ん た ろ う

太郎さん（東町）

抜里地区の竹で制
作した巨大オブジェ

（2015・島田駅前）


