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民
芸
と
民
具
の
あ
い
だ

有
賀
喜
左
衛
門
に
と

っ
て
柳
宗
悦
と
は
何
だ

っ
た
の
か
ー

竹

中

均

〈
要
約
〉

日
本

の
村
落
構
造
と

り
わ
け
家
や
同
族
団

を

「
生
活
」
と

い
う

視
角
か
ら
捉

え
た
社

会
学
者
有

賀
喜
左
衛
門

は
、
柳

田
国
男
と

そ
の
民
俗
学
か
ら
強

い
影
響
を
受

け
て
学
問

的

出
発

を
成
し
遂
げ
た

と
見

な
さ
れ

て
い
る
。
彼
は
ま
ず
初

め
に
、
民
芸
運
動

の
指
導

者
柳
宗
悦

の
影
響
か
ら
出
発
し
た

の
だ

っ
た
が

、
そ
の
こ
と
は
柳

田
の
そ
れ
と
比
べ
て
、

あ
ま
り
重

要
視
さ
れ

て
こ
な
か

っ
た
。
し
か

し
本
稿

で
は

、
柳

の
民
芸
理
論

の
パ

ー
ス

ペ

ク
テ
ィ
ヴ
が
意
外
に
有
賀
理
論
と
密
接
な
関
係
が
あ

っ
た
と
主
張
し
た

い
。

有
賀

は
、
柳

の
民
芸
観

か
ら
あ
る
要
素
を
選

択
的
に
継
承

し
、
そ
れ
に
独
自

の
解

釈

を
加

え
な
が
ら
、
彼
独
自

の
自

給
的
民
具
イ

メ
ー
ジ

(農
民

の
創
造

的
能
力

の
発
現

)

を
作
り

上
げ
て

い

っ
た

。
そ
の
よ
う

に
し

て
選

択
的
に
継
承

し
た
も

の
は
、
民
具
研

究

だ
け

に
と
ど
ま
ら
ず

、
彼

の
主
要
業
績

で
あ

る
家

・
家
連
合

理
論

の
形
成

に
も

、
間

接

的
な
が
ら

、
何
ら
か

の
影
響

を
与
え
た

可
能
性

が
あ
る
。
彼

に
と

っ
て
柳
宗
悦
と

の
出

会

い
は

、
克
服
さ
れ
る

べ
き
青

春
期

の
単
な

る

一
エ
ピ

ソ
ー
ド

で
は
な
か

っ
た
。

そ
れ

は
生
涯

に
わ
た

っ
て
、
有
賀

の
理
論
形
成

の
た

め
の
イ

ン
ス
ピ

レ
ー
シ

ョ
ソ
の
源
泉

で

あ
り

つ
づ
け
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド

有
賀
喜
左
衛
門

柳
宗
悦

民
芸

民
具

自
給
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1

民
芸
か
ら
の

「
転
進
」
i

有
賀
の
出
発
点

有
賀
喜
左
衛
門
は
、
柳
田
国
男
と
い
う
た
だ

一
つ
の
花
瓶
に
飾
ら
れ
た
花
で

あ
る

[鳥
越
、
お
○。
。。
"
b。
昌
。
だ
が
そ
れ
は
、
他
の
花
瓶
を
選
ば
な
か

っ
た
こ

と
に
よ

っ
て
成
り
立

っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
柳
宗
悦
の
民
芸
と
の
別
れ
に
よ

っ
て
。
若
き
日
の
有
賀
と
柳
の
交
流
は
有
賀
の
伝
記
に
言
及
す
る
際
の
定
番
の

素
材
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
意
義
は
、
柳
田
と
の
出
会
い
に
比
べ
て
ず

っ
と
小

さ
く
評
価
さ
れ
、
い
わ
ば
学
問
の
出
立
期
の

一
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
扱
わ
れ
て

き
た
。
事
実
有
賀
は
、
ほ
ど
な
く
柳
か
ら
距
離
を
置
く
よ
う
に
な
り
、
柳
田
民

俗
学

へ
と
向
か

っ
て
い

っ
た
。
彼
は

「柳
田
国
男
先
生
の
民
俗
学
に
よ

っ
て
、

日
本
人
自
体
を
追
求
す
る
道
を
と

る
」
[有
賀
、
H
㊤刈
Φ
げ
"
旨
昌

こ
と
に
な

っ

た
の
で
あ
る
。

「こ
の
別
れ
の
意
味

に
つ
い
て
は
、
武
笠
が

「白
樺
派
か
ら
そ
の

対
極
に
あ
る
柳
田
民
俗
学
へ
の
転
進
」
[武
笠
、
一㊤
c。
9

c。
呂

と
し
て
論
じ
て

い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で

『白
樺
』
の
柳
で
あ

っ
て
民
芸
の
柳
で
は
な

い
。
本
稿
で
は
、
民
芸
か
ら
の
視
点
に
よ

っ
て
、
有
賀
理
論
を
捉
え
な
お
し
て

み
よ
う
と
思
う
。

一
八
九
七
年
長
野
県
上
伊
那
郡

の
地
主
有
賀
家
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
た
有

賀
に
と

っ
て
青
春
期
は
、
自
ら
の
出
自
に
か
か
わ
る
精
神
的
負

い
目
を
い
か
に

克
服
し
て
ゆ
く
か
と
い
う

『白
樺
派
』
的
課
題
と
の
格
闘

の
時
期
だ

っ
た
。
彼

は
そ
こ
か
ら
の
突
破

口
を
美
術

へ
の
傾
倒
や
柳
と
の
出
会

い
に
よ

っ
て
与
え
ら

れ
た
。

一
九
二
二
年
彼
は
、
卒
論

「
新
羅
の
佛
教
美
術

慶
州
石
窟
庵
を
中

心
と
し
て

」
を
提
出
し
て
、
東
大
文
学
部
美
術
史
学
科
を
卒
業
す
る
の
だ

が
、
卒
論
準
備
の
た
め
に
朝
鮮
半
島
を
旅
行
し
て
い
る
間
に
、
転
機
が
訪
れ
る
。

ソ
ウ
ル
で
病
に
倒
れ
て
庶
民
の
生
活
ぶ
り
を
病
の
床
か
ら
窓
越
し
に
見
る
こ
と

を
強
い
ら
れ
た
彼
は
、
そ
の
後
の
旅
の
途
上
、
美
術
作
品
の
背
後
に
、
そ
れ
を

作

っ
た
人

々
の
生
活
が

「
二
重
写
し
」
に
な

っ
て
見
え
る
と
い
う
経
験
を
す
る

[有
賀
、
お
話
σ
"
b。
恥
①
]
。
そ
の
時
彼
は

「自
分
は
朝
鮮
の
仏
教
美
術
を
研
究

し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
作

っ
た
人
々
の
生
活
が
何
も
分
か

っ
て
い
な
い
。

美
術
作
品
が
生
ま
れ
る
基
盤
と
し
て
の
生
活

・
民
族
に
つ
い
て
理
解
し
な
い
で

よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
更
に
翻

っ
て
考
え
て
み
れ
ば
、
自
分
は
日
本
民
族
の
生
活

に
つ
い
て
そ
も
そ
も
何
も
知
ら
な
い
で
は
な
い
か
」
と
思
う

[鳥
越
、
HΦ
Φ
蔭
…

ω
O
α
凵
。

こ
の
反
省
が
彼
を
柳
田
民
俗
学

へ
と
駆
り
立
て
た
。
二
年
後
の

一
九
二
四
年
、

は
じ
め
て
柳
田
と
出
会
い
、
同
年
十

一
月
に
は
柳
田

・
岡
正
雄

・
田
辺
寿
利
ら

と
共
に
雑
誌

『民
族
』
を
創
刊
。
翌
年
に
は
澁
澤
敬
三
に
よ

っ
て
民
具
を
蒐
集

す
る

「ア
チ

ッ
ク

・
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
」
が
創
設
さ
れ
、
有
賀
も
そ
の
同
人
と
な

る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
数
年
間
の
う
ち
に
、
柳
か
ら
柳
田
へ
の

「転
進
」
は
完

(1
V

了
し
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
民
芸
か
ら
民
具
へ
の

「転
進
」
で
も
あ

っ
た
。
そ
の

後
長
い
時
間
を
か
け
て
有
賀
独
自
の
理
論
は
組
み
立
て
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ

る
。

2

「
自
給
」
と

「
創
造
」
ー

民
具
の
主
張
1

柳
宗
悦
と
は
、
有
賀
に
と

っ
て
何
だ

っ
た
の
か
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
た
め

に
は
ま
ず
、
「
民
芸
」
と

「
民
具
」
の
関
係
を
知
る
必
要
が
あ
る
。
有
賀
自
身

20



は
、
民
具
と
民
芸
は

一
つ
の
も
の
の
両
面
な
の
だ
と
終
生
主
張
し
続
け
た
が
、

民
具
研
究
の
中
心
人
物
で
有
賀
の
盟
友
だ

っ
た
渋
澤
敬
三
は
、
両
者
の
決
定
的

な
差
を
意
識
し
、
自
ら
の
研
究
が
民
芸
と
混
同
さ
れ
る
の
を

一
貫
し
て
嫌

っ
て

(2
)

い
た
と
言
う

[小
川
徹
、
H
㊤㊤
分

ω
O
c。
凵
。
お
そ
ら
く
、
自
然
科
学
的
手
法
を

そ
の
研
究
に
導
入
し
よ
う
と
し
た
渋
澤
に
と

っ
て
そ
う
だ

っ
た
よ
う
に
、
民
芸

と
民
具
の
違
い
は
つ
ま
る
と
こ
ろ

、
美
的
基
準
の
有
無
に
あ
る
と
考
え
る
の
が

普
通
で
あ
ろ
う
。
柳
田
と
柳
が
た

っ
た

一
回
だ
け
行

っ
た

(し
か
し
そ
れ
は
不

毛
だ

っ
た
と
さ
れ
る
)
対
談
で
も

、
民
俗
学
と
民
芸
と
の
違
い
が
、
記
述
学
と

規
範
学
の
違
い
で
あ
る
と
結
論
づ
け
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
当
に

そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
有
賀
に
と

っ
て
、
両
者
の
違
い
と
は
そ
う

い
う
こ
と
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
有
賀
は
、
柳
か
ら
何
を
継
承
し
た
が
ゆ
え
に
、

渋
澤
や
柳
田
か
ら
見
れ
ば
奇
妙
な

ほ
ど
に
柳
を
擁
護
し
、
民
具
と
民
芸
の
連
続

性
を
主
張
し
え
た
の
か
。
そ
の

一
方
で
、
何
を
継
承
し
な
か

っ
た
が
ゆ
え
に
、

柳
か
ら
早
々
に
離
れ
て
い
っ
た
の
か
。

論
文

「渋
澤
敬
三
と
柳

田
國
男

・
柳
宗
悦
」

(
一
九
七
二
年
)
は
、
有
賀
が

自
分
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
三
人
の
人
物
に
捧
げ
た
オ
マ
ー
ジ

ュ
で
あ
り
、

彼
の
手
に
な
る
柳
宗
悦

・
民
芸
論

の
代
表
作
で
あ
る
。
全
体

の
論
調
は
あ
く
ま

で
民
具
と
民
芸
が
同
じ
目
標
を
共
有
し
て
い
る
と
い
う
立
場
で
あ
る
が
、
有
賀

自
身
が
は

っ
き
り
と
自
覚
し
て
い
る
両
者
の
違
い
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
は
、
民
芸
が
専
門
職
人

の
手
に
な
る
工
芸
を
焦
点
と
す
る
の
に
対
し

て
、
民
具
が
農
民
自
身
に
よ
る
自
給
性
に
注
目
す
る
と
い
う
違
い
で
あ
る
。

民
芸
に
は

「
美
し
く
正
し
い
民
藝
を
集
め

る
方
針
」
[
有
賀
、
一
⑩
鳶

鍵

H
蕊
レ
ミ

]
が
あ
る
の
で
、
「
同
じ
藁
細
工
で
あ

っ
て
も
、
粗
末
な
足
半
草
履

や
普
通
の
藁
草
履
、
草
鞋
、
蓑
な
ど
は
問
題
と
さ
れ
な
い
が
、
秋
田
地
方
の
美

し
い
精
緻
な
け
ら
蓑
な
ど
は
美
し
い
正
し
い
民
藝
と
し
て
取
り
あ
げ
」
[有
賀
、

H
㊤
詰
靉

嵩
昌

ら
れ
る
。
他
方
、
澁
澤
と
そ
の
盟
友
有
賀
が
注
目
し
た
の
は
、

民
藝
で
は

「問
題
と
さ
れ
な
い
」
よ
う
な

「
普
通
の
」
品
々
す
な
わ
ち
民
具
で

あ
る
。
両
者
の
違
い
は

一
見
す
る
と
、
粗
末
か
美
し
い
か
の
違
い
の
よ
う
に
思

え
る
。
だ
が
有
賀
の
強
調
点
は
少
し
違
う
。
す
な
わ
ち
民
具
の
場
合
、
「
ほ
と

ん
ど
の
農
民
が
自
ら
造
り
、
自
ら
使
用
し
た
も
の
で
、
そ
の
材
料
は
自
作
の
稲

か
ら
得
ら
れ
る
」
[有
賀
、
H㊤
認
麪

嵩
Q。
]
の
に
対
し
、
「民
藝
の
作
者
は
職

人
だ
」
[有
賀
、
H
㊤
詰
黛

H
刈
①
]
と
い
う
相
違
で
あ
る
。
専
門
職
人
の
手
に
な

3

る
民
芸
は
か
な
り
大
量
に
生
産
さ
れ
、
広
く
流
通
し
て
ゆ
く
だ
ろ
う
。
だ
が
民

具
は
自
給
的
で
あ
る
た
め
、
大
量
生
産
は
望
む
べ
く
も
な
く
、
広
く
行
き
渡
る

こ
と
も
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
制
作
者
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
近

傍
に
緊
密
に
結
び

つ
き
あ

っ
て
存
在
し
て
い
る
。

「渋
沢
が
深
い
愛
着
を
持

っ
た
民
具
に
は
柳
が
指
摘
し
た
よ
う
に
専
門
の
職

人
の
製
作
品
も
あ
り
、
半
職
人
に
よ
る
そ
れ
も
あ

っ
た
が
、
彼
は
自
給
的
作
品

を
最
も
重
視
し
た
。
そ
れ
は
生
活
文
化
の
原
点
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ

っ
た
か

ら
で
あ
る
」
[有
賀
、
一㊤
鳶
鎗

H◎。卜。
靼
○。ω
凵
。
民
具
は
単
に
民
俗
資
料
と
し
て
面

白
い
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は

「生
活
文
化
の
原
点
」
な
の
で
あ
る
。
盟
友
渋

沢
に
と

っ
て
だ
け
で
な
く
、
「
生
活
」
論
に
立
脚
す
る
有
賀
に
と

っ
て
も
、
自

(4
)

給
性
の
問
題
は
核
心
的
で
あ
る
。
農
民
は

「手
近
か
に
あ

っ
て
、
た
だ
で
得
ら

れ
る
粗
末
な
材
料
を
用
い
て
日
常
平
凡
な
民
具
を
作

っ
た
。
だ
か
ら
そ
れ
は
柳

の
民
藝
よ
り

一
層
使
い
捨
て
の
気
持
ち
が
多
か

っ
た
。
半
職
人
か
専
門
職
人
か

の
造

っ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
、
人

々
は
そ
の
民
具
が
丈
夫
に
で
き
て
い
て
、
長

民芸と民具のあいだ21



持
ち
の
す
る
品
物
を
選
び
、
彼
ら
の
自
給
的
民
具
よ
り
も
大
切
に
使

っ
た
。
つ

ま
り
銭
を
払

っ
て
買

っ
た
も
の
は
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え

が
あ

っ
た
が
、
自
分
で
造

っ
て
自
用
に
す
る
よ
う
な
も
の
に
は
、
い
く
ら
便
利

な
も
の
で
も
、
そ
の
美
を
高

く
評
価
す
る
こ
と
は
な
か

っ
.た
」
[
有
賀

、

昌㊤
刈
b。讐

HQ。
ω
]
。
使
い
捨
て
ら
れ
る
こ
と

・
そ
の
美
が
省
み
ら
れ
な
い
こ
と
は
、

別
の
面
か
ら
言
え
ば
、
「自
分
で
い
く
ら
で
も
作
る
こ
と
が
で
き
た
」
(『
一
つ

の
日
本
文
化
論
』

一
八
三
頁
)
と

い
う
こ
と
だ
。
そ
こ
に
彼
は
農
民
の
創
造
性

を
見
出
す
。

そ
れ
は
狭
い
意
味
で
の
民
具
だ
け
に
限
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
「
タ
ウ
ト
氏

の
み
た
白
川
村
」
(
一
九
三
六
年
)
と
い
う
論
文
の
中
で
有
賀
は
、
ブ
ル
ー
ノ

・
タ
ウ
ト
が
白
川
村
の
民
家
建
築
を
、
平
家
の
落
人
伝
説
と
い
う

「古
い
貴
族

の
伝
統
」
に
結
び
付
け
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
て
、
自
ら
の

「生
活
の
要
求
に

添
う
た
め
に
、
い
っ
さ
い
の
装
飾
を
排
し
て
構
造
の
原
理
を
力
強
く
組
織
」
し

た
近
世
の
農
民
に
、
そ
の
創
造
者
を
見
よ
う
と
す
る

[有
賀
、
一㊤
ω
①
…
㊤
Q。
]。

同
じ
民
家
建
築
に
つ
い
て
、
『
日
本
家
族
制
度
と
小
作
制
度
』
(
一
九
四
三
年
)

の
中
で
も
、
そ
れ
を
造
る
た
め
に
は

「
個
人
的
」
な

「芸
術
的
才
能
」
を
持

つ

「百
姓
で
な
い
大
工
」
の
参
加
が
不
可
欠
だ

っ
た
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
そ
れ

で
も
な
お
、
基
本
的
に

「農
民
の
協
力
」
の
所
産
、
「
農
民
自
身
の
創
造
物
」

だ

っ
た
点
を
強
調
す
る

[有
賀
、
H
⑩
ら
ω
"
ω
駐
]
。
農
民
が
農
民
の
た
め
に
作

る
と
い
う
点
に
こ
そ
彼
の
関
心
は
あ
る
コ
だ
が
、
更
に
言
え
ば
、
創
ら
れ
た
の

は
物
だ
け
で
は
な
い
。
「白
川
村

の
大
家
族
制
そ
の
も
の
が
、
そ
こ
の
特
異
な

生
活
条
件
に
対
応
す
る
た
め
に
か
れ
ら
が
創
造
し
た
も
の
」
な
の
だ

[桜
井
、

H
O◎。Q。"
H
㊤
O
凵
[有
賀
、
一
鐸
ω
…
。。
嵩

]
。

あ
る
意
味
で
は
こ
こ
に
大
き
な
飛
躍
が
あ
る
。
民
具
、
民
家
、
大
家
族
制
1

(5
)

ー
有
賀
は
そ
れ
ら
の
中
に
同
じ
形
の
何
か
を
見
出
し
て
ゆ
く
。

つ
ま
り
、
創
る

者
と
創
ら
れ
る
物
と
の
密
接
な
関
わ
り
を
、
で
あ
る
。
日
本
の
農
村
や
都
市
を

歩
き
ま
わ
り
自
分
の
目
で
確
か
め
る
う
ち
に
、
「
社
会
は
人
間
の
創
造
物
で
あ

る
か
ら
、
社
会
も
文
化
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
」
が

「
い
つ
か
私
の
心
の
底
に

住
み
着
い
た
」
[有
賀
、
お
コ
"
H
]
と
彼
は
書
き
記
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

「
日
本
人
が
創
り
出
し
た
日
本
社
会
」
[有
賀
、
お
刈
け

昌

と
い
う
見
方
が
、

渋
沢
の
民
具
学

へ
の
共
感
を
下
支
え
し
て
い
た
。

有
賀
が
見
て
い
た
の
は
、
正
確
に
言
え
ば
、
民
具
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
物

と
し
て
の
民
具
は
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
関
わ
ら
ず
確
実
に
消
え
て
ゆ
こ
う
と

し
て
い
る
。
し
か
し
彼
は
そ
れ
を
い
た
ず
ら
に
慨
嘆
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
「
こ

う
し
た
感
慨
を
抱
く
の
は
、
形
と
し
て
表
現
さ
れ
た
民
具
そ
の
も
の
だ
け
を
見

る
か
ら
、
消
え
て
し
ま

っ
た
ら
そ
れ
き
り
と
考
え
る
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
を
創

り
出
し
た
日
本
人
の
能
力
は
、
そ
し
て
文
化
は
、
民
具
そ
の
も
の
が
消
え
た
と

い
っ
て
、
決
し
て
な
く
な
る
は
ず
は
な
い
」
[有
賀
、
ドΦ
①
S

虧
O
α
凵
。
確
か
に

「
骨
董
的
存
在
は
消
滅
す
る
」
[有
賀
、
H
㊤
ω
9

㊤
昌

。
し
か
し

「創
造
的
能

力
は
、
伝
統
と
し
て
蓄
積
さ
れ
た
も
の
の
中
か
ら
生
れ
、
新
し
い
時
代
を
創
り

出
」
す
の
で
あ
る

[有
賀
、
お
①
刈
…
合
α
]
。
つ
ま
り

「
伝
統
は
創
造
の
母
」

な
の
で
あ

っ
て
、
ど
ん
な
に
新
し
く
創
り
出
さ
れ
た
物
で
あ
ろ
う
と
も
、
決
し

て

「
基
本
的
な
形
状
と
用
途
と
の
最
初
の
創
造
者
」
の
刻
印
を
失
う
こ
と
は
な

い
。
創
ら
れ
た
物
は

い
つ
で
も
時
間
を
超
え
て
、
「最
初
の
創
造
者
」
の

「創

造
的
能
力
」
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。
現
代
に
至
る
ま
で
の
創
造
の
歴
史
は
、

「最
初
の
創
造
者
」
が
生
み
出
し
た
も
の
の

「
模
倣
と
変
形

(ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
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ヨ
ン
)
」
の
上
に
成
り
立

っ
て
い
る

の
で
あ
る

[有
賀
、
一
㊤
奚
…
お
①
凵
。
た
し

か
に
模
倣

・
変
形
の

「経
過
」
の
な
か
に
も
勿
論
、
創
造
性
は
あ
る
。
し
か
し
、

「最
初
に

つ
く

っ
た
人
間
す
な
わ
ち
完
全
な
創
造
者

の
え
ら
さ
」
[有
賀
他
、

一⑩
刈
ω
"
誤
凵
に
こ
そ
我
々
は
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
を
如
実

に
示
し
て
く
れ
る
の
が
民
具
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
ま
で
受
け
身
の
存
在
と
し
て
し
か
見
ら
れ
な
か

っ
た
農
民
の
創
造
性

・

積
極
的
主
体
性
の
強
調
こ
そ
有
賀

理
論
の
か
な
め
で
あ
り
、
こ
の
点
に

つ
い
て

は
当
時
、
「民
芸
や
民
具
を
通
し
て

一
般
庶
民
の
造
形
事
象
に
於
け
る
創
造
性
」

は
よ
う
や
く
認
め
ら
れ

つ
つ
あ

っ
た
も
の
の
、
「
生
活
自
体
に
関
し
て
は
依
然

と
し
て
殆
ど
創
造
性
が
認
め
ら
れ
」
て
は
い
な
い
と
い
う
状
況
だ

っ
た

[有
賀
、

一⑩
ω
Q。
…
薗

[柿
崎
、
H㊤
。。
。。
…
犀
卜。
凵
。
「造
形
事
象
」
の
問
題
は
、
そ
れ
自
体
で

重
要
な
の
で
は
な
く
、
「創
造
的
能
力
」

へ
と
至
る
遡
行
の
入
り

口
と
し
て
こ

そ
意
味
が
あ

っ
た
。
だ
が
、
そ
の
遡
行
は
決
し
て
、
遥
か
遠
い
過
去
に
訂
か

っ

て
か
す
か
な
系
譜
の
糸
を
辿
る
作
業
で
は
な
く
、
創
造
者
た
ち
と
創
造
物
と
の

間
の
直
接
的
な
関
係

へ
の
注
目
と

い
う
形
を
と

っ
た
。
だ
か
ら
、
有
賀
が

「最

初
の
創
造
者
」
と
言

っ
た
場
合
、
そ
れ
は
時
間
軸
上
の
過
去
に
属
す
る
人
々
と

り
わ
け
有
史
以
前
の
神
話
的
人
物
た
ち
の
こ
と
で
は
な
く
、
工
芸
品
を
創
る
現

代

の
人
々
、
た
と
え
ば

「台
湾
の
高
砂
族
」
の
こ
と
だ

っ
た
り
す
る
の
で
あ
る

[有
賀
他
、
日
鶏
G。
"
置
]
。

以
上
の
よ
う
に
、
有
賀
の

「創
造
的
能
力
」
論
は
自
給
的
民
具
論
と
い
わ
ば

車
の
両
輪
を
な
し
て
い
る
。
そ
れ
は
柳
の
民
芸
の
職
人
製
作
的
性
格

(と
そ
の

帰
結
と
し
て
の

「多
量
性
」
)
か
ら
決
別
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
は
じ
め
て
拓
き

得
た
道
だ

っ
た
。
有
賀
は
こ
の
点

で
自
覚
的
に
民
具
研
究
の
立
場
の
方
を
選
ん

だ
の
で
あ
る
。
彼
に
と

っ
て
民
芸
は
、
自
給
的
民
具
発
見

へ
と
至
る
中
継
地
点

の
役
割
を
果
た
し
た
と
言
え
よ
う
。
民
芸
の

(有
賀
か
ら
見
て
)
中
途
半
端
な

職
人
製
作
性
は
、
農
民
に
よ
る
農
民
の
た
め
の
民
具
の
発
見
に
よ

っ
て
、
「
生

活
文
化
」
論
と
し
て
完
成
し
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
民
芸
と
民
具
の
違
い
は
彼

に
と

っ
て
は
程
度
の
差
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
目
標
と
す
る
と
こ
ろ
は
基
本
的
に
同

じ
な
の
で
あ
る
。

だ
が
、
民
具
研
究
上
の
盟
友
で
あ
る
澁
澤
敬
三
に
と

っ
て
事
態
は
若
干
違

っ

て
い
た
。
彼
は

「所
謂
芸
術
耽
賞
ノ
風

二
流
レ
テ
、
根
本
ノ
学
問
的
良
心
ヲ
失

フ
」
こ
と
を
お
そ
れ
て
、
民
具
研
究
が
民
芸
と

一
線
を
画
す
る
こ
と
を
強
調
し

た

[竹
内
、
昌
㊤刈
9

H誤

レ
刈
○。
凵
。
澁
澤
は
自
ら
の

「
生
物
学
的
人
生
観
」
[河

岡
、
H
㊤刈
9

刈
ω
H
]
に
従

っ
て
民
具
研
究
を
科
学
と
し
て
確
立
さ
せ
よ
う
と
し

て
い
た
の
だ
か
ら
、
美
的
基
準
を
う
ん
ぬ
ん
す
る
民
芸
を
峻
拒
し
た
の
は
当
然

で
あ
ろ
う
。
現
在
に
至
る
ま
で
民
具
研
究
が
民
芸
に
対
し
て
批
判
的
な
の
は
、

(6
)

彼
の
明
快
な
姿
勢
を
継
承
し
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
れ
に
ひ
き
か
え
、
有
賀
の
立

場
は
奇
妙
に
あ
い
ま
い
で
あ
る
。
彼
は
最
後
ま
で
柳
田
や
澁
澤
が
民
芸
を

「誤

解
」
し
て

い
る
と
主
張
し
、
民
芸
を
擁
護
し
続
け
た

[
有
賀
、

一
㊤
鳶

碧

H
㊤
㊤
凵
[有
賀
他
、
一㊤
認
"
b。
♪
ω
Q。
凵。

し
か
し
な
が
ら
、
彼
の
言
う
民
芸
と
は
、
あ
く
ま
で
有
賀
自
身
の
民
芸
で
あ

っ
て
、
必
ず
し
も
柳
の
そ
れ
で
は
な
い
。
彼
の
民
芸
観
に
、
何
ら
か
の
創
造
的

誤
読
が
あ

っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
彼
は
民
芸
と
は
何
か
を
平
易
に

説
明
す
る
た
め
に
柳
の
著
書

『
工
藝
文
化
』
か
ら
引
用
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ

こ
に
は
、
意
識
的
に
か
無
意
識
的
に
か
、
あ
る
選
択
が
働

い
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
有
賀
は
柳
の
文
章
か
ら
何
を
民
芸
の
特
徴
と
し
て
選
ん
だ
か

そ
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の
選
び
方
に
は
、
彼
自
身
の
民
具
論
が
ネ
ガ
の
形
で
現
れ
て
い
る
と
も
言
え
よ

う
。
以
下
で
そ
の
点
に
つ
い
て
見

て
ゆ
き
た
い
。

3

「
間
接
美
」
と
作
り

「
手
」

1

有
賀
が
語
ら
な
か

っ
た
こ
と
ー

有
賀
が

「
画
期
的
な
書
物
」
と
呼
ぶ

『
工
藝
文
化
』
(
一
九
四
二
年
)
は
、

柳
の
膨
大
な
著
作
群
の
中
で
も
珍
し
く
体
系
的
に
民
芸
の
趣
旨
を
論
じ
た
書
物

で
あ
り
、

一
九
二
五
年
の

「
日
本
民
藝
美
術
館
設
立
趣
意
書
」
か
ら
本
格
的
に

始
ま

っ
た
民
藝
運
動
の
理
論
的
集
約
と
言

っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
論
文

「渋

澤
敬
三
と
柳
田
國
男

・
柳
宗
悦
」

の
中
で
有
賀
は
、
こ
の
本
か
ら

「
工
藝
美
の

特
色
」
を
代
表
す
る
九
項
目
を
取
り
上
げ
て
紹
介
し
、
そ
れ
ら
が
、
澁
澤
の
ア

チ
ヅ
ク

・
ミ

ュ
ー
ゼ
ア
ム
編
纂
に
な
る

『民
具
蒐
集
調
査
項
目
』
と
似
て
い
る

こ
と
を
指
摘
し
て
、
民
芸
運
動
と
民
具
研
究
の
共
通
性
を
示
そ
う
と
試
み
て
い

る

[有
賀
、
H
㊤謡
費

H
刈
①
]
。
彼
が
も

っ
と
も
大
き
な
共
感
を
込
め
て
紹
介
す

る
の
が

「実
用
性
」
と
い
う
項
目

で
あ
る
。
続
い
て

「
反
復
性
」
「
低
廉
性
」
「
公

有
性
」
「法
式
性
」
「模
様
性
」
「
非
個
人
性
」
な
ど
に
つ
い
て
も
、
留
保
付
き

で
は
あ
る
が
同
感
の
意
を
示
し
て
い
る
。
基
本
的
に
有
賀
は
柳
に
対
し
て
好
意

的
な
の
だ
。
し
か
し
な
が
ら
最
後

の
二
つ
の
項
目
に
つ
い
て
は
、
「余
白
が
な

い
」
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
、
そ

の
名
前
を
挙
げ
る
だ
け
に
と
ど
め
、
説
明
を

省
略
し
て
い
る

[有
賀
、
お
認
勲

H
◎。り
凵
。
そ
れ
が

「間
接
性
」
と

「
不
自
由

性
」
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

「余
白
が
な
い
」
と
い
う
彼
の
言
葉
を
率
直
に
受
け

取
る
の
が
普
通
だ
ろ
う
が
、
こ
の
省
略
は
ま
た
、
柳
と
有
賀
の
間
に
あ

っ
た
か

も
知
れ
な
い
間
隙
に

つ
い
て
何
か
を
語

っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
そ
も

そ
も
柳
は
、
こ
の
二
項
目
で
何
を
言
お
う
と
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

『
工
藝
文
化
』
に
よ
れ
ば
、
工
藝
の
美
は

「人
間
が
間
接
に
な
り
、
自
然
の

支
配
が
大
き
く
」
な
る
こ
と
に
よ

っ
て
生
ま
れ
る

[柳
、
目
潔
b。
"
b。
Hω
凵
。
た

と
え
ば
版
画
の
場
合
を
考
え
て
み
れ
ば
よ
い
。
版
画
作
り
は
い
く

つ
も
の
工
程

か
ら
な

っ
て
い
る
。
ま
ず
下
図
を
描
き
、
そ
れ
を
彫
師
が
板
に
刻
む
。
さ
ら
に

そ
の
版
木
が
摺
師
の
手
に
渡
る
。
段
階
が
進
む
に
つ
れ
て
、
人
間
は
間
接
化
さ

れ

「
そ
れ
だ
け
自
然
が
代
わ

っ
て
直
接
に
働
く
」
[柳
、
Hゆ
虧
b。
"
卜。
旨

]
よ
う

に
な

っ
て
ゆ
く
。
作
ら
れ
た
物
は

「
い
わ
ば
人
間
の
作
為
か
ら
漸
次
遠
の
き
、

間
接
の
美
が
現
れ
て
く
る
」
[柳
、
H
潔
b。
"
卜。
Hb。
]。
「
だ
か
ら
浮
世
絵
の
美
を
、

よ
く
清
長
と
か
春
信
と
か
広
重
と
か
画
家
の
名
で
説
く
の
は
不
充
分
だ
と
思
え

る
。
版
画
は
版
に
な

っ
て
美
し
い
の
で
あ
る
か
ら
、
版
師
や
摺
師
の
大
き
な
貢

献
を
考
慮
に
入
れ
な
い
の
は
不
覚
で
あ
る
」
[柳
、
H
潭
b。
"
陣
ω
凵。
.つ
ま
り
工

藝
は

「美
術
の
如
く
全
き
自
由
に
立
つ
の
で
は
な
く
、
用
途
に
拘
束
さ
れ
、
材

料
に
束
縛
さ
れ
、
工
程
に
制
約
さ
れ
る
」
[
柳
、
H忠
b。
"
b。
一出

の
だ
が
、
実

は

「
こ
の
不
自
由
さ
が
、
も
の
を
美
し
く
す
る
原
因
に
変
る
」
[柳
、
ド
㊤
虧
b。
"

b。
嵩
凵
。
す
な
わ
ち

「人
間
が
静
ま
る
時

こ
そ
美
し
さ
が
増
し
て
く
る
」
[柳
、

(7
)

H
鐸
b。
"
b。
嵩
凵
の
だ
。

「
人
間
が
静
ま
る
時
」

そ
れ
は
、
「
最
初
に
つ
く

っ
た
人
間
す
な
わ
ち

完
全
な
創
造
者
の
え
ら
さ
」
に
注
目
す
る
有
賀
に
と

っ
て
は
あ
ま
り
に
無
縁
な

「時
」
で
は
な
か

っ
た
か
。
彼
の
民
芸
理
解
と
は
、
柳
の
主
張
か
ら

「間
接
の

美
」
の
側
面
を
排
除
す
る
こ
と
で
成
り
立

っ
て
は
い
な
か

っ
た
だ
ろ
う
か
。
こ

の
選
択
的
理
解
は
、
『
工
藝
文
化
』
の
他
の
項
目
に
言
及
す
る
際
に
も
、
そ
の
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片
鱗
を
覗
か
せ
て
い
る
。

「
人
間
が
静
ま
る
時
」
現
れ
て
く
る
の
は

「
間
接
性
」
だ
け
で
は
な
い
。
先

の
九
項
目
の

一
つ

「非
個
人
性
」
も
ま
た
現
れ
る
だ
ろ
う
。
柳
は

「間
接
性
」

の
例
と
し
て
版
画
を
挙
げ
た
が
、
た
し
か
に
版
画
で
は
、
作
る
者
と
作
ら
れ
る

物
と
の
直
接
的
な
結
び

つ
き
は
失
わ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の

「間
接
性
」

の
お
か
げ
で
、
い
く

つ
同
じ
物
を
作

っ
て
も
、
製
品
の
出
来
に
む
ら
が
生
じ
に

く
く
、
常
に
均
質
な
商
品
が
生
み
出
せ
る
。
そ
の
結
果
、
「
多
量
性
」
が
実
現

す
る
。
柳
が
美
を
見
出
し
た
の
は

、
こ
の
よ
う
な
生
産
の

「
間
接
性
」
と

「多

量
性
」
の
結
び
つ
き
の
中
に
で
あ

っ
た
。
製
作
者
の
手
が
生
々
し
く
感
じ
ら
れ

る
肉
筆
で
は
な
く
、
手
と
物
の
距
離
感
の
方
に
こ
そ
、
彼
の

「
工
藝
の
道
」
は

あ
る
。
「
近
頃
版
画
で
巧
み
に
毛
筆

画
を
模
す
も
の
が
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
技

術
的
進
歩
で
は
あ

っ
て
も
、
版
画

の
本
道
で
は
な
い
。
間
接
美
を
直
接
美
に
戻

そ
う
と
す
る
愚
か
な
企
図
に
過
ぎ
な
い
。
版
画
は
版
画
で
あ

っ
て
こ
そ
よ
く
、

決
し
て
肉
筆
画
的
で
あ

っ
て
は
な

ら
な
い
」
[柳
、
目
O卜
b。
"
b。
Hω
凵
。
こ
の
姿
勢

は
絵
だ
け
に
限
ら
な
い
。
彼
が
活
字
に
強
く
惹
か
れ
る
の
も
ま
た
同
様

の
理
由

か
ら
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
有
賀
が
物
の
中
に
見
出
し
た
の
は
、
創
り
手
と
創
ら
れ
た

物
の
間
の
直
接
性
へ
の
賛
歌
で
は

な
か

っ
た
か
。
も
し
そ
う
な
ら
ば
、
彼
に
と

っ
て
、
柳
を
魅
惑
し
た
版
画
の
美
が
ひ
と

つ
の
盲
点
だ

っ
た
と
し
て
も
、
必
ず

し
も
不
思
議
で
は
な
い
。
「
間
接
性
」
と

「
不
自
由
性
」
の
項
目
の
省
略
は
、

単
に

「
余
白
が
な
い
」
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
実
は
こ
こ
に
有
賀
か
ら
も

っ
と

も
遠
い
視
角
が
あ

っ
た
こ
と
を
暗

に
指
し
示
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
こ
と
は

「
非
個
人
性
」
に
対
す
る
有
賀
の
微
妙
な
態
度
に
も
現
れ
て
い

る
。
柳
は
、
職
人
仕
事
の
最
も
著
し
い
特
徴
は

「
非
個
人
性
」
で
あ
る
と
言
う
。

「個
人
の
仕
事
に
止
ま
り
、
又
個
人
的
な
性
質
に
終
る
な
ら
、
ど
う
し
て
充
分

に
多
く
の
品
物
を
生
む
こ
と
が
出
来
よ
う
。
此
の
こ
と
を
想
ふ
と
工
藝
の
道
が

如
何
に
個
性
に
立

つ
美
術

の
そ
れ
と
違
ふ
か
が
分
か
る
」
[有
賀
、
H
㊤
刈
b。
鋭

H
◎。
㊤
凵
[柳
、
H㊤
躰
b。
…
b。
O◎。
]
。
こ
の
主
張
に
対
し
て
有
賀
は
、
大
筋
に
お
い
て

同
意
し
な
が
ら
も
、
職
人
に
せ
よ
自
給
的
民
具
の
作
り
手
に
せ
よ
本
当
に
ま

っ

た
く
個
性
が
な
か

っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
疑
問
を
投
げ
か
け
る
。
彼
は
生
み
出
さ

れ
た
物
そ
の
も
の
に
寄
り
添

っ
て
ラ
デ

ィ
カ
ル
に
思
弁
す
る
柳
と
は
違

っ
て
、

創
ら
れ
た
物
が
創
り
手
か
ら
離
れ
る
瞬
間
に
注
目
す
る
。
「例
え
ば
伊
万
里
の

茶
碗
の
揃
い
を
見
て
も
、
一
つ
一
つ
の
形
で
も
、
そ
れ
に
描
か
れ
た
模
様
で
も
、

大
体
は
同
じ
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
手
作
り
で
あ
り
、
手
描
き
で
あ
る
限

り
、
正
確
に
は
少
し
ず
つ
皆
ち
が

っ
て
い
る
。
今
日
造

っ
た
茶
碗
と
明
日
造
る

茶
碗
と
は
ち
が
う
で
あ
ろ
う
。人
が
違
え
ば
作
品
は
ま
た
少
し
違
う
で
あ
ろ
う
」

[有
賀
、
H㊤
詞
鋭

H㊤
H
凵。
彼
が
見
て
い
た
の
は
物
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
創

り
手
の

「創
造
的
能
力
」
す
な
わ
ち

「
手
」
を
、
物
と

「
二
重
写
し
」
に
見
て

(8
)

い
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
「今
日
造

っ
た
茶
碗
と
明
日
造
る
茶
碗
と
は
ち
が
う
」
あ
る
い
は

「
人

が
違
え
ば
作
品
は
ま
た
少
し
違
う
」
と
こ
ろ
に
、
柳
の
言
う

「間
接
美
」
は
成

り
立
た
な
い
。
こ
こ
で
二
人
の
ベ
ク
ト
ル
は
ま

っ
た
く
正
反
対
を
向
い
て
い
る
。

し
か
し
有
賀
は
、自
ら
の
民
芸
観
か
ら
こ
の
よ
う
な
対
立
を
拭
い
去
る
こ
と
で
、

民
芸
と
民
具
の
連
続
性
を
主
張
し
得
た
の
だ

っ
た
。
民
芸
に
対
し
て
厳
し
い
態

度
で
臨
ん
だ
柳
田

・
渋
澤
た
ち
に
つ
い
て
、
彼
ら
は
誤
解
し
て
い
る
だ
け
だ
と

有
賀
は
言
う
が
、
む
し
ろ
彼
自
身

の
柳
読
解
に
、
あ
る
種
の
創
造
的
誤
読
が
あ

民芸と民具のあいだ25



っ
た

と

考

え

る

べ
き

で

あ

ろ
う

。

吻

4

「
模
様
」
か
ら

「
象
徴
」

へ

1

有
賀
が
柳
か
ら
受
け
取

っ
た
も
の
ー

そ
れ
で
は
逆
に
、
彼
は
柳
か
ら
何
を
継
承
あ
る
い
は
読
み
込
ん
で
き
た
の
だ

ろ
う
か
。
そ
れ
が
よ
く
現
れ
て
い
る
の
が

「
模
様
性
」
の
項
目
で
あ
る
。
柳
に

よ
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
工
芸
品
に
せ
よ
そ
こ
に
何
か
が
描
か
れ
て
い
る
場
合
、

そ
れ
は

「普
通
の
絵
」
で
は
な
く
て

「
模
様
」
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

反
復
性
に
よ
る
多
量
性
実
現
の
た
め
に

「
描
写
か
ら
あ
ら
ゆ
る
無
駄
を
取
り
去

り
、
絵
を
要
素
的
な
も
の
に
還
元
す
る
時
、
凡
て
に
単
純
化
が
行
は
れ
る
時
」

絵
は
必
然
的
に
模
様
と
な
る
か
ら
だ
。
「模
様
性
を
離
れ
て
工
藝
の
美
は
成
り

立
た
な
い
」
[柳
、
H
㊤心
b。
"
b。
O出

[有
賀
、
H⑩
詰
勲

H
。。
刈
]
。
す
ぐ
に
気
が
付

く
よ
う
に
、
「模
様
」
と
は

「
間
接
美
」
の

一
形
態
で
あ
る
。
模
様
が
そ
の
極

限
ま
で
達
す
る
時
、
縞
柄
の
形
を
と
る
。
そ
れ
は

「全
く
数
的
な
存
在
で
あ
る

か
ら
、
模
様
が
充
分
に
法
則
化
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
だ
か
ら
縞
紋
に
醜
い

も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
」
[柳
、

H㊤
軽
b。
"
b。
O
ω
]
。
こ
の
柳

の
模
様
論
を
有
賀
は

少
し
強
調
点
を
変
え
て
解
釈
し
よ
う
と
す
る
。
彼
は

「
工
藝
が
模
様
性
を
離
れ

な
い
と
い
う
い
い
ま
わ
し
よ
り
、
『
用
途
を
有

つ
あ
ら
ゆ
る
工
藝
品
は
、
自
ら

均
斉
を
保

つ

一
定
の
形
に
入
る
の
で
あ
る
』
と
い
う
柳
の
言
葉
を
ま
ず
採
り
た

い
」
と
言
う

[有
賀
、
昌Φ
刈
b。
9
…
一
Q。刈
]
。
有
賀
は
模
様
性
の
問
題
を
柳
よ
り
も

広
く
解
釈
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
た
め
に
彼
は
、
柳
が
模
様
性
を
論
じ
る
と
き

に
使
わ
な
か

っ
た

「
象
徴
化
」
と

い
う
言
葉
を
持
ち
出
し
て
く
る
。

有
賀
に
よ
れ
ば
、
「
あ
ら
ゆ
る
造
形
芸
術
は
、
工
藝
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う

と
、
象
徴
化
の
過
程
で
あ
り
、
模
様
は
最
も
象
徴
化
さ
れ
た
も
の
の

一
つ
で
あ

る
」
[有
賀
、
一
㊤
話
鋭

H
Q。
①
]
。
彼
の
関
心
は
、
狭
義
の

「模
様
」
を
そ
の

一

部
と
す
る
、
よ
り
大
き
な
象
徴
化
過
程
に
あ
る
。
こ
の
過
程
は
、
「自
然
の
姿

の
単
な
る
描
写
」
「自
然
に
あ
る
も
の
の
単
な
る
模
写
」
か
ら
の
離
脱
を
意
味

す
る
。
「
自
然
の
現
象
か
ら
象
徴
化

へ
の
道
」
を
歩
む
こ
と
に
よ

っ
て
、
物
は

「そ
れ
が
置
か
れ
る
場
所
と
の
関
係
に
お
い
て
、
計
算
さ
れ
て
凝
縮
し
た
超
自

然
的
な
型
で
あ

っ
て
、
そ
れ
以
外
に
働
く
こ
と
の
で
き
な
い
緊
密
な
関
係

へ
昇

華
」
し
て
ゆ
く

[有
賀
、
ドリ
認
9
…
HQ。①
レ
。。◎。
]
。
「教
会
に
お
け
る
祭
壇
や
キ
リ

ス
ト
の
像
、
種
々
の
祭
具
、
並
べ
ら
れ
た
机
、
椅
子
、
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
、
ド
ー

ム
、
柱
な
ど
、
仏
寺
に
お
け
る
仏
壇
や
仏
像
、
種

々
の
仏
具
、
幡
、
装
飾
、
柱
、

壁
面
な
ど
」
[有
賀
、
H㊤
謡
費

H。。Q。
]
の
物
は
、
そ
の
空
間
的
配
置
の
中
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
す
な
わ
ち

「自
ら
均
斉
を
保

つ
一
定
の
形
」
を
付
与
さ
れ
て

ゆ
く
。
彼
が
柳
の
模
様
論
か
ら
選
択
的
に
継
承
し
た
の
は
、
物
が
自
然
の
現
象

か
ら
離
脱
し
た
上
で

「超
自
然
的
な
」
関
係
性

へ
と
再
編
入
さ
れ
て
ゆ
く
過
程

と
し
て
の

「象
徴
化
」
論
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
有
賀
が
柳
宗
悦
の
民
芸
論
か
ら
選
択
的
に
継
承

し
あ
る
い
は
読
み
替
え
て
き
た
の
は
、
第

一
に

「創
造
的
能
力
」
論
、
第
二
に

「象
徴
化
」
論
で
あ
る
。
彼
の
民
具
論
が
こ
の
二
つ
に
よ

っ
て
支
え
ら
れ
て
い

た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
だ
が
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
研
究
対
象
を
異
に
す

る
彼
の
家

・
家
連
合
理
論
の
中
に
も
よ
く
似
た
議
論
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る

の
で
あ
る
。
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5

社
会
と
い
う
名
の
民
具

1

「具
象
性
を
貫
通
す
る
象
徴
的
意
義
」
1

「『
農
村
社
会
の
研
究
』
の
序
」

(
一
九
三
八
年
)
は
、
単
に
同
タ
イ
ト
ル
の

著
書

の
序
文
と
い
う
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
重
要
な
意
義
を
持

つ
文
章

で
あ

る
。
互
い
に
密
接
な
関
係
を
持

つ
主
要
著
作
群

『
名
子
の
賦
役
-

小
作
料
の

原
義
』
『
農
村
社
会
の
研
究
』
『
日
本
家
族
制
度
と
小
作
制
度
』
が
起
草
さ
れ
る

に
至

っ
た
有
賀
の
立
場
を
説
明
し
た
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
と
し
て
、
『有
賀
喜
左
衛

門
著
作
集
第

一
巻
』
の
巻
頭
を
飾

っ
て
い
る
。

「庶
民
生
活
に
お
け
る
創
造
性
の
存
在
は
今
迄
如
何
に
無
関
心
に
放
置
さ
れ

て
来
た
事
で
あ
ろ
う
か
」
[有
賀
、
ド㊤
G。
G。
…
己

と
そ
の
第

一
行
は
問
い
か
け
始

め
る
。
な
る
ほ
ど
た
し
か
に

「
民
芸
や
民
具
を
通
し
て

一
般
庶
民
の
造
形
事
象

に
於
け
る
創
造
性
は
漸
く
最
近
世
人
の
注
目
を
集
め
る
に
至

っ
た
」
。
し
か
し

「
一
般
庶
民
の
生
活
自
体
に
関
し
て
は
依
然
と
し
て
殆
ど
創
造
性
が
認
め
ら
れ

て
い
な
い
」
の
が
現
状
だ

っ
た
。
な
ぜ
か
。
理
由
の

一
つ
は
、
生
活
自
体
が
造

形
事
象
よ
り
も
は
る
か
に
複
雑
な
様
態
を
し
て
い
る
た
め
、
把
握
が
困
難
だ
か

ら
で
あ
り
、
ま
た

一
つ
に
は
、
社

会
組
織
を
研
究
す
る
際
に
は
、
ど
う
し
て
も

政
治
体
制
の
問
題
が
目
に
つ
き
や
す
い
た
め
で
あ
る
。
だ
が
我
々
は

「
生
活
事

象
の
存
在
す
る
根
本
的
意
義
が
如
何
な
る
点
に
あ
る
か
を
考

へ
ね
ば
な
ら
な

い
」
。
そ
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
生
活
事
象
は
あ
る

一
定
の
社
会
的
形
態

(社
会
組

織
)
に
よ

っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
こ
れ
ら
社
会
的
形
態

(社
会
組
織
)
は

「
生
活
事
実
に
含
ま
れ
た
る

一

切
の
社
会
的
事
実
に
対
し
て
は
象
徴
的
意
義
を
持

つ
」
。

つ
ま
り

「
全
て
社
会

組
織
は
生
活
事
実
の
具
象
性
を
貫
通
す
る
象
徴
的
意
義
を
常
に
保
有
す
る
も
の

で
あ

っ
て
、
そ
れ
は
言
語
や
芸
術
に
於
け
る
と
全
く
同
様
で
あ
る
。
従

っ
て
そ

れ
が
人
間
の
創
造
力
の
所
産
で
あ
る
と
い
ふ
事
も
亦
明
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
[有
賀
、
H⑩
。。
。。
韓
。。
]
。

こ
こ
で

「社
会
組
織
」
は
民
具
な
ど
の

「
造
形
事
象
」
と
あ
る
意
味
で
は

「
全

く
同
様
」
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
有
賀
は
、
そ
の
心
の
底
に

「社
会

は
人
間
の
創
造
物
で
あ
る
か
ら
、
社
会
も
文
化
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
」
[有

賀
、
一
Φ
謡
…
昌

を
抱
き
続
け
た
人
だ

っ
た
。
そ
の
彼
に
と
っ
て
、
「
日
本
人
が

創
り
出
し
た
日
本
社
会
」
[有
賀
、
H
㊤
刈
け

昌

は
そ
れ
自
体
ひ
と
つ
の
自
給
的

民
具
と
も
言
う
べ
き
も
の
だ

っ
た
。
こ
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
支
え
る
た
め
に
持
ち

出
さ
れ
た
の
が
、
「具
象
性
」
か
ら

「
象
徴
」
化

へ
の
道
で
あ
り
、
「創
造
力
」

な
の
で
あ
る
。

6

「
捨
子
」
と

「
生
活
」

-

非
血
縁
関
係
へ
の
注
目
1

社
会
も
ま
た
民
具
と
同
じ
よ
う
に
文
化
で
あ
る
ー

と
す
る
な
ら
ば
、
「
家
」

も
ま
た
文
化
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
言
う
と
、
随
分
飛
躍
が
あ
る
と
思
わ
れ
る

か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
有
賀
の
視
線
に
は
、
研
究
対
象
の
具
体
的
な
違
い

を

一
挙
に
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
。
彼
の

「家
」
研
究
は
有
名
で

あ
る
し
、
ま
た

「
社
会
学
に
お
い
て
家
の
研
究
を
基
本
的
な
も
の
と
す
る
」
[有

賀
、
H㊤
心
◎。
"
一
①
H
]
考
え
を
堅
持
し
て
い
た
の
も
事
実
だ
が
、
彼
の
根
本
関
心
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は
必
ず
し
も
家
そ
の
も
の
に
は
な
か

っ
た
。
彼
が
追
い
求
め
た
の
は
、
自
ら
書

き
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
同

一
民
族
文
化
圏
内
の
い
か
な
る
社
会
関
係
に
も

共
通
に
示
現
す
る
も
の
」
[有
賀
、
一
逡
○。
"
H
曾

凵
な
の
で
あ
り
、
本
来
な
ら

ば

「
こ
の
問
題
の
究
明
の
た
め
に

い
か
な
る
社
会
関
係
を
捉
え
て
も
よ
い
」
の

で
あ

っ
て
、
家
連
合
で
も
都
市

・
村
落
で
も
そ
れ
以
外
の
社
会
関
係
で
も
よ
か

っ
た
の
だ
が
、
た
ま
た
ま

「家
」

が
、
「
共
通
に
示
現
す
る
も
の
」
を
集
約
的

に
表
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
最
適
の
研
究
対
象
と
し
て
選
ば
れ
た
に
す
ぎ
な
い

の
だ
。
彼
が
見
よ
う
と
し
て
い
た
の
は
、
現
前
す
る

「家
」
そ
の
も
の
で
は
な

く
、
そ
れ
を
創
り
出
し
た
創
造
的
能
力
の
方
だ

っ
た
。
そ
の
よ
う
な
能
力
は
、

民
具
と
い
う
対
象
に
も

「
共
通
に
示
現
」
し
て
い
た
も
の
だ
。

家
が
文
化
で
あ
る
以
上
、
そ
こ
に
は
何
ら
か
の

「
具
象
性
か
ら
象
徴
化

へ
の

道
」
が
、
「
模
様
」
化
へ
の
道
が
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
か
り
に
家
を

「
自

然
と
し
て
捉
え
る
」
[有
賀
、
H逡

。。
"
H
$
凵
な
ら
ば
、
そ
の
焦
点
は
自
ず
と

家
成
員
問
の
血
縁
関
係
に
収
斂
し
て
ゆ
く
だ
ろ
う
。
し
か
し
有
賀
は
家
を

「
文

化
と
し
て
捉
え
る
」
こ
と
を
試
み
る
。
そ
こ
で
視
野
に
浮
か
び
上
が

っ
て
く
る

の
が
、
家
の

「
非
血
縁
成
員
」
[
有
賀
、
一
㊤
虧
Q。
"
一隷

]
の
問
題
で
あ
る
。
非

血
縁
成
員
を
含
み
う
る
こ
と
こ
そ
、
家
と
い
う
社
会
関
係
が
自
然
の
具
象
性
か

ら
離
脱
し
て
い
る
証
拠
で
あ
る
。
非
血
縁
成
員
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
血
縁

成
員
の
よ
う
な

「家
」
と
の
自
然
な
結
び
つ
き
を
持

っ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
で

は
、
何
が
彼
ら
に
成
員
た
る
資
格
を
与
え
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は

「家
」
と
い

う
空
間
に
お
け
る
相
対
的
関
係
で
あ
る
。
家
成
員

一
般
を
結
び

つ
け
る
本
質
的

な
絆
は
血
縁
で
は
あ
り
え
な
い
。
で
は
、
何
が
彼
ら
を
結
び

つ
け
る
の
か
。
そ

れ
こ
そ
が

「
生
活
」
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
家
は

「生
活
共
同
体
」
[有

賀
、
H㊤
虧
。。
"
H
謡
]
で
あ
る
と
い
う
有
賀
の
主
張
が
生
ま
れ
て
く
る
。

こ
の
よ
う
な
非
血
縁
成
員
に
対
す
る
注
目
は
、
既
に
彼
の
家
研
究
の
出
発
点

に
お
い
て
現
れ
て
い
た
。
「捨
子
の
話
」
(
一
九
三
三
年
)
に
そ
れ
が
伺
わ
れ
る
。

こ
の
論
文
は
既
に
名
前
を
挙
げ
た

「名
子
の
賦
役

小
作
料
の
原
義
i

」

(
一
九
三
三
年
)
『
日
本
家
族
制
度
と
小
作
制
度
1

「農
村
社
会
の
研
究
」

(9
)

改
訂
版

』
な
ど

へ
の
繋
が
る

「研
究
史
的
に
重
要
な
論
文
」
な
の
だ
が
、

そ
こ
で
著
者
は

「外
見
で
は
ち
が

っ
て
見
え
る
捨
子
、
年
季
奉
公
、
身
売
、
ま

び
く
こ
と
、
里
子
な
ど
と
い
う
事
柄
」
[有
賀
、
H
㊤ω
ω
"
ω
ミ

]
に
共
通
す
る

何
か
に
注
目
し
て
い
る
。
そ
の
何
か
と
は
、
非
血
縁
者
で
も
家
成
員
に
な
り
う

る
と
い
う
点
で
あ
り
、
有
賀
は
そ
こ
に
、
血
縁
関
係
と
い
う
自
然
に
は
還
元
で

き
な
い
、
あ
る
共
通
の

「生
活
意
識
」
な
る
も
の
を
見
出
し
た
。
こ
れ
が
有
賀

理
論
の
大
き
な
特
徴
と
な
る

「生
活
意
識
」
概
念
の
第

一
歩
だ

っ
た
の
で
あ
る

[竹
内
、
HΦ
Q。c。
"
b。
ω
]
。

家
の
本
質
を
血
縁
関
係
以
外
に
求
め
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
、
後
年
の
論
文
た

と
え
ば

「
都
市
社
会
学
の
課
題

村
落
社
会
学
と
関
連
し
て

」

(
一
九

(01
)

四
七
年
)
で
も
維
持
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
論
文
の
第
三
節

「家

の
社
会
学
的
意

味
」
は
次
の
よ
う
に
始
ま

っ
て
い
る
。
「
ま
ず
家
を
見
る
。
従
来
家
を
血
縁
集

団
と
し
て
見
よ
う
と
す
る
考
え
方
が
き
わ
め
て
多
か

っ
た
の
は
人
の
知
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
し
か
し
果
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
私
の
最
も
疑
う
と
こ
ろ
で
あ

る
」
[有
賀
、
一㊤
卜
Q。
"
H
①凸

と
。
「
家
は
血
縁
集
団
で
あ
る
と
い
う
規
定
は
何

ら
家
の
本
質
的
規
定
と
は
な
ら
な
い
」
[有
賀
、
H
逡
c。
"
H
①
O
凵
と
彼
は
考
え

る
。
で
は
、
な
ぜ
家
の
本
質
が
血
縁
関
係
に
あ
る
と
従
来
考
え
ら
れ
が
ち
だ

っ

た
の
か
。
そ
の
主
た
る
理
由
は

「家
の
主
宰
者
た
る
夫
婦
以
外
に
血
縁
成
員
を
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含
む
形
態
の
家
は
そ
れ
を
持
た
ぬ
家
よ
り
も
遥
か
に
多
い
」
と
い
う
数
字
上
の

事
実
に
あ
る
。
家
を
構
成
す
る
要
素

の
う
ち
、
夫
婦
関
係
そ
の
も
の
は
確
か
に

非
血
縁
で
あ
る
。
し
か
し
現
実

の
家
の
多
く
は
、
夫
婦
関
係
だ
け
で
成
り
立

っ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
以
外
の
、
例
え
ば
子
ど
も
と
い
う
血
縁
的
成
員

を
含
む
家
の
方
が
、
数
の
上
で
は
圧
倒
的
に
多
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ

の
統
計
的
事
実
が
、
家
を
血
縁
集
団
だ
と
思
い
こ
ま
せ
て
き
た
の
だ
。

こ
の
誤
認
の
背
後
に
は

一
つ
の
暗
黙
の
想
定
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
事
例
の
多

い
形
態
を

二

般
的
」
、
少
な
い
形
態
を

「例
外
」
と
見
な
し
た
上
で

「例
外

に
よ

っ
て
家
を
解
釈
す
る
こ
と
を
誤
り
と
す
る
」
[有
賀
、
昌潔
。。
"
一
①
①
]
考

え
方

で
あ
る
。
だ
が
有
賀
に
言
わ
せ
れ
ば
、
「例
外
」
の
数
が
少
な
い
の
は
、

た
ま
た
ま

「生
活
条
件
」
が
そ
の
形
態
に
と

っ
て
不
都
合
だ

っ
た
か
ら
に
過
ぎ

な
い
。
「
例
外
」
と
は

「
可
能
性

の

一
極
限
に
あ
る
形
態
を
示
し
て
い
る
に
す

ぎ
ず
、
そ
の
条
件
が
変
化
す
れ
ば
当
然
他
の
形
態
に
転
換
し
う
る
も
の
」
[有

賀
、
H
潔
◎。
…
一①
①
]
な
の
で
あ
る
。
よ

っ
て
、
事
例
の
多
寡
で
も

っ
て
家
の
本

質
規
定
を
云
々
す
る
の
は
間
違
い
だ
と
言
う
。

先
に
指
摘
し
た
有
賀
の
根
本
関
心
の
在
り
所
か
ら
予
想
さ
れ
る
よ
う
に
、
非

血
縁
関
係

へ
の
注
目
と
い
う
彼
の
姿
勢
は
、
家
形
態
に
対
し
て
だ
け
で
な
く
、

(n
)

家
連
合
形
態
に
対
し
て
も

一
貫
し
て
い
る
。
日
本
の
家
連
合
形
態
に
は
、
同
族

団

(本
家
分
家
の
上
下
関
係
に
基
づ
く
)
と
組

(家
と
家
の
平
等
な
関
係
に
基

づ
く
)
の
二
つ
の
類
型
が
あ
る
の
だ
が
、
同
じ
論
文
の
中
で
彼
は
、
同
族
団
と

い
う
家
連
合
形
態
を
血
縁
集
団
と
見
な
す
旧
来
の
発
想
に
対
し
て
異
議
を
唱
え

て
い
る
。
「も
し
同
族
団
が
従
来
考
え
ら
れ
た
よ
う
に
本
質
的
に
血
縁
集
団
で

あ

っ
て
、
家
の
系
譜
関
係
が
固
定

し
た
も
の
で
あ
る
な
ら
、
こ
れ
は
決
し
て
組

に
転
換
す
る
こ
と
は
で
き
る
筈
が
な
い
」
[有
賀
、
H
㊤
艀
◎。
"
H刈
刈
凵
と
。
な
ぜ

そ
う
な
の
か
。

ま
ず
、
組
が
本
質
的
に
非
血
縁
集
団
で
あ
る
の
は
、
そ
の
定
義
上
明
白
で
あ

る
。
次
に
、
本
質
的
に
血
縁
的
な
集
団
が
、
本
質
的
に
非
血
縁
的
な
そ
れ
へ
と

曾
)

転
換
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
こ
で
有
賀
は
、
同
じ
日
本
の
家
連
合
形

態
の
類
型
で
あ
る
同
族
団
と
組
と
は
、
原
理
的
に

「
相
互
転
換
可
能
」
で
あ
る

は
ず
だ
と
い
う
強
い
前
提
を
置
く
。
つ
ま
り
、
生
活
条
件
が
変
わ
れ
ば
、
同
族

(邑

団
が
組
に
変
わ
る
こ
と
が
あ
り
得
る
、
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
前
提
を
成
り

立
た
せ
る
た
め
に
は
、
同
族
団
の
本
質
は
決
し
て
血
縁
関
係
で
あ

っ
て
は
な
ら

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
血
縁
集
団
は
非
血
縁
集
団
に
転
換
し
え
な
い
か
ら
だ
。
そ

れ
で
は
、
同
族
団
と
組
と
い
う

二
つ
の
類
型
に
共
通
な
本
質
と
は
何
か
。
そ
れ

も
ま
た

「
生
活
」
な
の
で
あ
る
。

7

創
造
者
と
し
て
の

「
民
族
文
化
圏
」

1

「
類
型
」
と
い
う
考
え
方
ー

こ
の
よ
う
に
、
「血
縁
観
念
の
先
入
主
」
[
武
笠
、
Hり
刈9

α
己

(中
野
卓
の

表
現
)
か
ら
脱
し
て
、
非
血
縁
関
係
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
有
賀
は
独
自
の

「生

活
」
論

へ
の
道
を
切
り
開
い
た
。
そ
の
際
に
、
「類
型
問
の
相
互
転
換
性
」
と

い
う
特
徴
的
な
前
提
が
重
要
な
媒
介
装
置
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
前

提
は
更
に
、
「
民
族
文
化
圏
」
と
い
う
主
張
と
も
密
接
に
絡
み
合

っ
て
い
る
。
.

こ
れ
ら
も
ま
た
、
民
具
と
社
会
を

「
二
重
写
し
」
に
す
る
姿
勢
と
無
関
係
で
は

な
い
。
以
下
で
そ
れ
を
見
て
ゆ
こ
う
。
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さ
ま
ざ
ま
な
生
活
形
態

(民
俗
事
象
)
を
研
究
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
何
ら
か

の
類
型
に
よ
る
分
類

・
整
理
が
必
要
な
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
有
賀
は
し
か

し
、
そ
れ
以
上
の
意
味
を
類
型
に
与
え
て
い
っ
た
。
彼
の
言
う

「
類
型
」
は
、

次
の
三

つ
の
条
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る

[有
賀
、
H
Φ
①
ρ

虧
αω
]
[鳥
越
、
Hり
㊤
野

G。①
㊤
凵
。
第

一
に
、
類
型
は
同
種
類
の
社
会
関
係
の
範

囲
内
で
設
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
第
二
に
、
そ
れ
ら
の
社
会
関
係
は
同
時
代

に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
類
型
は
原
則
的
に
歴
史
的
概
念
で

は
な
い
。
第
三
に
、
そ
れ
ら
の
社
会
関
係
は
同

一
の
民
族
文
化
圏
に
属
し
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

彼
の
考
え
で
は
、
二
つ
の
生
活
形
態
が
た
と
え
ど
れ
ほ
ど
酷
似
し
た
見
か
け

を
し
て
い
て
も
、
両
者
が
異
な
る
民
族
文
化
圏
に
属
す
の
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
を

二
つ
の
並
列
し
た
類
型
と
し
て
比
較
研
究
す
る
の
は
適
切
で
は
な
い
。
こ
の
こ

と
と
表
裏
を
な
す
よ
う
に
、
同

一
民
族
文
化
圏
内
で
は
類
型
間
の
相
互
転
換
可

能
性
が
主
張
さ
れ
て
い
る

[鳥
越

、
ド㊤
課
…
ω
刈
O
]
。

た
と
え
ば
、
日
本
に
お
け
る
家
連
合
形
態
に
は
同
族
団
と
組
の
二
つ
の
類
型

が
あ
る
が
、
生
活
条
件
が
変
わ
れ
ば
、

一
方
か
ら
他
方

へ
と
転
換
し
う
る
と
い

う
。
裏
返
し
て
言
え
ば
、
日
本
と

い
う

一
つ
の
民
俗
文
化
圏
の
中
で
は
、
同
族

団
と
組
と
い
う
両
類
型
の

「
潜
在
的
」
「
可
能
性
」
が
常

に

「
内
包
」
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る

[
鳥
越
、
H㊤
㊤
野

ω
謡

凵
。
あ
る
時
代
に
は
同
族
団
が
数
の
上

で
優
位
を
占
め
、
ま
た
別
の
時
代

に
は
組
が
優
位
を
占
め
る
だ
ろ
う
。
し
か
し

そ
の
違
い
は
、
生
活
条
件
の
如
何

に
従

っ
て
た
ま
た
ま
ど
ち
ら
か
が
顕
在
化
し

や
す
く
な

っ
た
だ
け
で
あ

っ
て
、
両
類
型
の
関
係
は
基
本
的
に
対
等
で
あ
る
。

い
わ
ば
、
日
本
と
い
う
同
じ

一
つ
の
民
俗
文
化
圏
の
下
で
並
列
的
に
位
置
づ
け

ら
れ
る
関
係
に
あ
る
。
そ
れ
に
ひ
き
か
え
、
欧
米
か
ら
の
直
輸
入
で
生
ま
れ
た

発
展
図
式
は
、
両
者
を
時
間
軸
上
に
縦
に
並
べ
よ
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
同

族
団
が
時
代
的
に
古
く
、
組
渉
新
し
い
と
見
な
す
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

他
の
民
族
文
化
圏
に
属
す
る
作
業
仮
説
を
安
易
に
直
輸
入
し
よ
う
と
す
る
姿
勢

で
は
、
日
本
の
家
連
合
形
態
は
理
解
で
き
な
い
、
と
有
賀
は
主
張
す
る
。

こ
こ
で
有
賀
は

「
類
型
」
を
民
具
の
よ
う
に
扱

っ
て
い
る
。
農
民
が
自
ら
の

用
の
た
め
に
民
具
を
創
り
出
す
よ
う
に
、
日
本
と
い
う

「民
族
文
化
圏
」
は
さ

ま
ざ
ま
な
生
活
形
態
の

「
類
型
」
を
創
り
出
す
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
、
創
造
者

た
る
日
本
の
伝
統
の
刻
印
を
受
け
て
お
り
、

一
つ

一
つ
が
違

っ
た
見
か
け
を
し

て
い
よ
う
と
も
、
最
初
に
創

っ
た
人
間
の
創
造
的
能
力
と
そ
の

「
え
ら
さ
」
の

証
し
で
あ
る
点
で
は
同
じ
で
あ
る
。
逆
に
、
こ
の
よ
う
な
創
る
者
と
創
ら
れ
る

物
と
の
密
接
な
関
係
の
下
で
は
、
い
か
に
見
か
け
が
似
て
い
よ
う
と
も
、
創
り

(14
)

手
が
別
な
ら
ば
基
本
的
に
別
物
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
「
人

が
違
え
ば
作
品
は
ま
た
少
し
違
う
」
[有
賀
、
お
認
贄

H
㊤
昌

の
で
あ
る
。
ち

ょ
う
ど
、
民
芸
が
、
創
り
手
が
誰
で
あ
る
か
と
い
う
点
に
比
較
的
無
頓
着
で
、

物
に
即
し
て
見
て
ゆ
こ
う
と
す
る
の
に
対
し
て
、
有
賀
の
民
具
は
、
創
り
手
と

創
ら
れ
た
物
と
の
近
し
い
関
係
す
な
わ
ち
自
給
性
の
問
題
に
敏
感
で
あ
る
の
と

同
じ
よ
う
に
。
彼
は
創
ら
れ
た
物
の
多
様
性
の
背
後
に
、
創
り
手
と
し
て
の
「民

族
文
化
圏
」
を

「
二
重
写
し
」
し
よ
う
と
す
る
。

30



8

「
文
化
」
の
中
の

「
文
明
」

1

有
賀
の
中
の
民
芸
ー

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な

「文
化
」
の

(あ
る
意
味
で
は
排
他
性
の
)

主
張
が
、
そ
の
異
文
化
交
流

へ
の
冷
淡
さ
ゆ
え
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
た
と
え

ば

「
『有
賀
喜
左
衛
門
は

一
つ
の
民
族
文
化
圏
に
お
け
る
特
質
的
傾
向
を
重
視

し
て
、
文
化
圏
相
互
の
関
係
や
共
通
性
を
低
く
み
て
い
る
』
」
[有
賀
、
H⑩
ミ
"

念

]
と
い
う
よ
う
な
批
判
を
引
き
起
こ
し
た
の
は
意
外
で
は
あ
る
ま
い
。
そ

れ
に
対
し
て
晩
年
の
有
賀
は
、
長
年
育
ん
で
き
た

「文
化
」
概
念
を
補
完
す
る

形
で
、
新
た
に

「文
明
」
概
念
を
導
入
す
る
。
そ
の
終
着
点
と
も
い
う
べ
き
論

文
は

「
民
族
文
化
圏
に

つ
い
て
」

(
一
九
七
七
)
と

「
外
国
文
明
と
日
本
文
化

ー

新
し
い
文
明
論

」
(
一
九
七
九

a
)
な
の
だ
が
、
そ
こ
で
は

「
文
化

の
両
面
性
を
認
め
て
、
伝
播
し
得

る
側
面
を
文
明
と
し
、
民
族
の
生
活
と
結
び

つ
い
て
そ
の
個
性
を
示
す
も
の
を
文
化
と
し
よ
う
」
[有
賀
、
H㊤
ミ
…
α
b。
凵
と

(15
)

主
張
さ
れ
、
先
の
批
判
に
対
す
る
反
論
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で

「文
明
」

と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
は

一
見
す
る
と
、
自
然
科
学
な
ど
西
欧
的
産
物
に
限
ら

れ
る
か
の
よ
う
に
思
え
る
が
、
実
際
は
、
江
戸
時
代
中
期
以
降
に
伊
万
里
や
柿

右
衛
門
が
西
欧
に
輸
出
さ
れ
た
こ
と
な
ど
を
例
に
出
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
文

明
の
影
響
を
単
に
優
勢
な
国
か
ら

の

一
方
的
な
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
」
[有
賀
、
H㊤
ミ
…
竃
]
と
い
う
姿
勢
が
維
持
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な

「
文
明
」
概
念
は
し
か
し
、
必
ず
し
も
晩
年
に
突
如
現
れ
た
わ

・

け
で
は
な
い
。
上
記
二
論
文
が
書

か
れ
る
二
十
年
前
、
『
明
治
文
化
史
12

生

活
編
』
(
一
九
五
五
)
の
中
で
既
に
彼
は
、
「諸
文
化
と
そ
の
普
遍
性
、
諸
文
明

曾
)

と
諸
文
化
、
文
化
伝
播
と
文
化
変
容
に
関
す
る
試
み
へ
と
展
開
」
し
て
い
く
だ

ろ
う
と
予
想
さ
せ
る
よ
う
な
文
章
を
書
き
記
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は

「
明
治
文

化
に
お
け
る
異
種
文
化
に
つ
い
て
の
自
分
の
考
え
方
」を
述
べ
て
い
る
の
だ
が
、

そ
の
具
体
例
と
し
て
次
の
よ
う
な
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
「
例
え
ば
終
戦

後
ア
メ
リ
カ
兵
が
日
本
か
ら
石
の
硯
を
買

っ
て
持
ち
か
え
り
、
ア
メ
リ
カ
の
生

活
で
は
そ
れ
を
タ
バ

コ
の
灰
皿
に
し
た
と
い
う
の
も
、
我

々
が
李
朝
の
皿
を
灰

皿
に
使

っ
た
り
す
る
の
と
同
巧
異
曲
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
[有
賀
、
一
㊤
㎝
9

曾
)

b。
b。
c。
]
と
。
こ
こ
に
現
れ
て
い
る
の
は
も
は
や
、
自
給
的
民
具
の
イ
メ
ー
ジ
、

創
り
手
と
創
ら
れ
た
物
の
不
可
分
の
関
係
で
は
な
い
。
創
り
手
よ
り
は
使
い
手

と
の
関
係
を
重
視
す
る
民
芸
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。

自
ら
の
理
論
の
中
核
を
な
す
概
念

「文
化
」
に
新
し
い
次
元
を
導
入
し
よ
う

と
し
た
時
、
有
賀
の
脳
裏
に
よ
ぎ

っ
た
の
は
、
民
芸
的
視
点
、
そ
れ
も
彼
が

『渋

澤
敬
三
と
柳
田
國
男

・
柳
宗
悦
』
で
言
及
し
な
か

っ
た
民
芸
の
も
う

一
つ
の
側

面
だ

っ
た
。
そ
れ
は
晩
年
の
二
論
文
へ
と
繋
が

っ
て
ゆ
く
。
彼
の
試
み
は
充
分

に
展
開
さ
れ
る
前
に
断
ち
切
ら
れ
て
終
わ

っ
た
が
、
も
し
続
い
て
い
れ
ば
、
民

具
か
ら
民
芸

へ
の
新
た
な

「転
進
」
が
な
さ
れ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
有

賀
に
と

っ
て
民
芸
は
、
単
に
青
春
期
の

一
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は

な
く
、
そ
の
生
涯
の
折

々
に
、
理
論
構
築
の
核
心
部
分
を
刺
激
し
続
け
て
い
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
、
民
芸
か
ら
民
具

へ
の

「転
進
」
は
、

民
芸
を
め
ぐ
る
問
題
群
か
ら
の
決
別
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
問
題
群
に
対
す
る

息
の
長
い
取
り
組
み
の
始
ま
り
だ

っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
柳

へ
の
変
わ
ら
な

蓮

い
敬
愛
の
念

・
民
芸
と
民
具
研
究
の
連
帯
の
可
能
性

へ
の
驚
く
ほ
ど
の
オ
プ
テ

民芸と民具のあいだ31
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ズ
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こ
れ
ら
の
中
に
、
有
賀
が
生
涯
に
わ
た

っ
て
民
芸
と
民
具
の
は

ざ
ま
に
い
た
こ
と
の
証
し
を
見
出
し
た
い
と
思
う
。

　
1注

)

 

(
2
)

(
3
)

正
確
に
言

え
ば

、
民
芸

か
ら
民
具

へ
の
時
系
列
的

な
転

進
が
あ

っ
た
わ
け

で

は
な

い
。
そ
も

そ
も
柳

と
有
賀
と
は

八
歳

し
か
違

わ
な

い
し
、

二
人
が
出
会

っ
た

一
九

一
九
年
当
時

、
ま
だ

「
民
芸
」

と
い
う

言
葉

は
生
ま
れ

て
は

い
な

か

っ
た
。

こ
の
言
葉
が
誕

生
し
た

の
は

、
大
ま

か
に
言

っ
て

「
日
本
民
藝
美

術
館
設

立
趣
意
書
」

が
発
表

さ
れ
た

一
九

二
五
年
頃

で
あ
る

(
『
民
藝

四
十

年
』

三
八

六
頁
)
。

こ
の
同

じ
年

に
既

に

「
ア
チ

ッ
ク

・
ミ

ュ
ー
ゼ
ア

ム
」

が
誕
生
し

て
い
た
こ
と
を
思
え
ば

、
民
芸

と
民

具
は
そ
も
そ
も
出
発
点

か
ら

別

々
の
道
を
歩

き
始
め
て

い

っ
た
と

い
う
方
が
適

切
か
も
し
れ
な

い
。
し
か

し
本
稿

で
は

、
有

賀
が
な
ぜ
柳
と

の
出
会

い
か
ら
出
発
し
な
が
ら
民

具
の
道

の
方
を
選
ん
だ
か
と
い
う

問
題
を
、
「転
進
」

の
問
題
と
呼
び
た

い
。

有

賀
も

こ
の
よ
う

な
対

立
が
あ

る

こ
と
を

認
め
は

す
る

[
有
賀

、
H
㊤
刈
b。
鋭

鼠
b。
レ
c。N
]
。
し
か
し
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
渋
澤

の
民
芸
批
判

の
言
葉

が
書

か
れ
た
段
階
で
は

「
渋
澤

の
民
藝

に
対
す
る
理
解
は
ま
だ
十
分

で
な

か

っ
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ

の
後
彼

が
民
藝
館
に
柳
を
訪
れ
た

こ
と
は
、
民
藝

に
対

す
る
彼

の
理
解

が

深
め

ら
れ

た
か
ら

で
あ

ろ
う

」
[
有

賀

、

H
り
刈
b。
臼

ド
リ
c。
]
と
付
け
加
え
る
点
に
有
賀
独
自

の
立

場
が
あ

る
。

、

柳
た
ち
が

「
下
手
物
」

の
美

に
遭

遇
し
た
の
は
、
京
都

の
朝
市

に
お
い
て
だ

っ
た

[柳

、
お
α
α
…
H
O
昌

。
民
芸
は

い
わ
ば

マ
ー
ケ

ッ
ト

で
生
ま
れ
た

の
で

あ

る
。
「
大
体

こ
う

い
う

朝
市

に
は
、
何
も
名

の
あ
る
立

派
な
も

の
は

出
て

こ
な
い
。
だ
か
ら
評
判
な

ど
に
便

っ
て
も
の
を
見
る
要
も
な

い
。
こ
う

い
う

所

こ
そ

、
誰
も

に
自

由
な

選
択
を

求
め

て

い
る

の
で
あ

る
」
[
柳

、

一
〇
㎝
㎝
"

旨
O
]
。
「
京
都

の
朝

市
に
匹
敵
す

る
の
は
、
北
京

の
泥
棒
市
、

巴
里
の
蚤

の

市

、
倫
敦

の
カ

ル
ド

ニ
ア

ン

・
マ
ー
ケ

ッ
ト
」
[
柳
、
昌
Φ
O
α
…
置
ω
凵
な
ど
で

(
4
)

(
5
)

(
6
)

あ
り

、
「
こ
こ
で
は
誰
も

の
眼
が
主
人

で
、
何
も

の
に
も
掣
肘

を
受
け
ぬ

。

未
踏

の
猟
場

の
如

き
も
の
で
、
相
場
以
前

の
世
界

な
の
で
あ
る
。

こ
う

い
う

世
界

こ
そ

私
の
よ
う
な
者

に
は
、
何

に
も
増

し
て
有
難

い
の
で
あ

る
」

[
柳
、

昌
Φ
α
9

旨
ト
凵
。

渋

沢
以
後

の
民
具
学
は

こ
の
視
点
を

正
確
に
受

け
継

い
で
い
る
。
[
神
崎

、

一
Φ
◎。
り
凵
を
参
照
。

「
有
賀
は
家

・
同
族
を
介
し

て
村
落

の
構
造

、
さ
ら
に
は

日
本
社
会

の
特

質

を

み
よ
う

と
し
て

い
る
。
有
賀

の
視

点
は

一
貫
し

て
生
活

に
内
在

す
る
基

本

構
造

の
解
明

に
据
え
ら
れ
て

い
る
」
[
古
川
、
H
㊤
Q。
吟

①
。。
]
。

宮
本
常

一
は

「
民
具
学

の
提

唱
」

の
中
で
、
民
具

の
研
究
が

、
民
俗
学
の
補

助
手

段
と
し
て
で
は
な
く
、

そ
れ
自
体

「
独
立
し
た
科
学
」
[
宮
本

、
昌
Φ
刈
b。
"

N
]
と
な
る
た

め
の
道
を
指

し
示
し

て
い
る
。
そ

の
た
め
に
は

「
一
見

の
家

の
民

具
の
悉
皆
調
査
」

[宮
本

、
H
Φ
遷

…
ω
卜⊃
]
と

い
う
方
法
が

不
可
欠
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん

「
民
芸
品

を
集

め
る
の
な
ら
別

で
あ
る

。
民
具
な
ら
ば
数
多

く
集

め
て
み
る
以
外

に
方
法

が
な

い
。
民
具
が
手
づ
く
り

で
あ

る
か
ぎ
り
同

じ
よ
う
な
も

の
は

ほ
と
ん

ど
な

い
」
[
宮
本
、

昌
ゆ
刈
b。
"
Q。
O
凵

と
主
張
し
て

い

る
。
さ
ら

に
、
現
在

の
民
具
研
究

者
神
崎
宣
武

は
、
「
実

際
に

、
民
芸

運
動

の
罪
科
は

大
き

い
」
と

言
う
。
「
け

っ
し

て
民
芸
運
動

を
誹
謗
す

る

つ
も
り

は
な

い
と

い

っ
た
が

、
民

具
研
究
を
進
め
る
う

え
か
ら

す
る
と
、
民
芸
運
動

が
先
行
し
、
趣
味
的
な
審
美

性
を
も
と
に
し

て
抽
象
的

な
概
念

(
い
わ
ゆ

る

懐

古
趣
味
と
か
手
づ

く
り
信
仰
の
よ
う
な
も

の
)

を
広

め
た

こ
と
が
、
大
な

り
小
な
り

の
障
害
と

も
な

っ
て

い
る
。
そ
う

い
う

こ
と

か
ら
、
わ
れ
わ
れ
民

具
学
の
立
場
か
ら

は
、
民
芸
運
動

に
攻
撃
的
に
な
り
が
ち
な
の
で
あ

る
」

[神

崎
、
H
㊤
QQ
⑩
…
μ
ω
O
]
と
〇

一
般
的

に
言

え
ば

、
民
具
研
究
は
美

の
問
題

に
無
縁

で
あ
る
。
し
か
し
澁

澤
で
す
ら
、
美

に

つ
い
て
ま

っ
た
く
語
ら
な

い
わ

け
で
は
な
か

っ
た
。
そ

れ

は

「
民
具

一
点

一
点

で
な
く
多

く
集

ま

っ
た
総

合

の
美

」

[神

崎
、

ド
㊤
。。
Φ
"
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(7
)

(
8
)

(
9
)

　

11
)

　
10
)

 

(
12
)

ド
b。
Q。
]

に

つ
い
て
だ

。
だ
が

こ
れ

は

「
民
芸
運
動

が
述

べ
る
物

の
美
し
さ
と

は

、
質

の
違
う
も

の
で
あ
る
」
[
金
谷
、

H
り
り
O
一
◎。
O
凵
。
有
賀
は
、

こ
の

「
綜

合
的

な
内

面
的
な
美
」

に
対
し

て
共
感

的
な
紹
介
を
行

っ
て
い
る

[有

賀
、

H
⑩
耜
費

H
。。
H
レ
。。
b。
凵
。
有
賀

に
と

っ
て
、
他
な
ら
ぬ

こ
の
美

こ
そ
が

「
生
活
」

の
証

し
な

の
だ

。
「
渋
澤
が

民
具

に
見
た
美
は

、

い
う
な

ら
ば

生
活
美

と
い

う

べ
き
も

の
で
あ

っ
て
、
個

々
の
民
具

の
巧
拙

に
か
か
わ
ら
ず

、
そ
れ
ら
を

用

い
て
精

い

っ
ぱ

い
に
生
き
て
来
た

日
本

人
の
全
体

の
歴
史
を
バ

ッ
ク
と
し

た
常

民
の
心
が

そ

こ
に
は
現

れ
て

い
る
こ
と
を
見

た

の
で
あ

る
」

[
有
賀

、

H
ゆ
蕊

貌

一
Q。
卜。
凵
。
「
悉
皆
調
査
」
と
、
そ
れ
に
よ

っ
て
初
め
て
見
出
さ
れ
う

る

「
綜
合
上

の

一
種

の
美
」
-

こ
の
点

に
お
い
て
、
全
体
性
を
拒
否
し
よ
う

と
す
る
民
芸
と
の
違

い
は
鮮

明
と
な

っ
て
い
る
。

版
画
が

一
人

の
美
術

家
で
は
な
く
多
数

の
工
人
た

ち
に
よ

っ
て
作
ら
れ

る
と

い
う

こ
と

を
、
「
人

間
が
間
接

に
な
り
、
自

然

の
支

配
が
大
き
く

」
な
る

こ

と
だ
と
す
る

こ
の
よ
う
な
考

え
方
は
、
そ
れ

こ
そ

「
版

師
や
摺
師

の
大
き
な

貢

献
」

の
無
視

で
は
な

い
の
か
、
と

い
う
批
判
が
当
然
生
じ
て
く
る
だ

ろ
う

。

こ
の
点

に

つ
い
て
は

、
本
稿

で
は
議
論
を
留
保
し
て
お
き
た

い
。

こ
の
よ
う
な
有
賀

の
視
点
は
、
『
工
藝
文
化
』
の
中

で
柳
が

語
る

「
手

の
物
語
」

[柳

、
μ
O
島

"

H
ω
ω
]
と
相
通
ず
る
も

の
で
あ

っ
て
、
決
し

て
二
人

の
主
張

が

全
面
対
立
し

て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
「
手
は

い
つ
も
道
具

の
主
人
で
あ

る
。
丁
度
心
が
手

の
主
人
で
あ
る

の
と
同
じ
で
あ

る
」

[柳

、
μ
逡
b。
一
μ
ω
G。
凵

と
語
る
柳
を

こ
そ
、
有
賀
は
近
し
く
思

っ
た
こ
と
だ
ろ
う

。

『
有
賀
喜
左
衛
門
著
作
集
8
』
「第

四
部
名

子
の
賦
役

、
そ
の
他
」

の
凡
例
よ

り
引
用

(
二
〇
七
頁
)
。

こ
の
論
文

の
位
置
づ
け
に

つ
い
て
は

[
武
笠

、
H
Φ
『
⑩
…
刈
。。
]
を
参
照
。

「
有

賀

の
家

論
は

同
族

論
と

ほ
ぼ

同
じ
構

成

を
も

っ
て
い

る
」

[
古
川

、

お
G。
野

詰

]
。

「
も

し
同
族
団
が
本
質
的

に
血
縁
集

団
で
あ
る
な
ら
、

こ
れ
は
非

血
縁
集

団

(13

)

(
14
)

(
15

)

(
16

)

(
17
)

(
18
)

に
転
換
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
L

[有
賀

、
H
逡
。。
…嵩
㊤
]
。

「
二
種

の
家
連
合

は

こ
れ
を
規
定
す

る
内
外

の
条

件
の
変
化
に
よ

っ
て
相

互

転
換
す
る
可
能
性
を
持

つ
」

[有
賀

、
H
㊤
蔭
c。
"
嵩

己

。

「
内
面
的
関
係

の
な

い
と

こ
ろ
で
は
た
と

え
外
面

的
類
似
が
あ

っ
た
と

こ
ろ

で
類

型
を
造

る
こ
と

は
出
来
な

い
」

[有
賀
、

ド
㊤
①
Φ
"
腿
α
昌

。

[
中
野
、

ド
O
◎。
Q。
"

謡

]
を
参

照
。
「
文
明
は
文
化

の
も

つ

一
側
面
な

の
で
あ

っ
て
、
文
化

と
は
別
な
も

の
と
し

て
文
明
が
あ
る

の
で
は
な

い
」
。

[有
賀

、
H
㊤
呂

]
が

『
文
明

・
文
化

・
文
学
』
に
再
掲
さ
れ
た
際

に
編
者
中

野
卓

に
よ

っ
て
付
け
ら
れ
た
編
注
か
ら

の
引

用

(
一
六
九
頁
)
。

『
文
明

・
文
化

・
文
学
』

一
六
四
頁
に
も
再
掲

。
「
座
談
会

柳

田
国
男
と
柳

宗
悦
」
『
季
刊
柳

田
国
男
研
究
』

3
号
、

一
九
七
三
年

、
自
鯨
社

、
三
六
、
三

八
頁

で
も
同
様

の
発
言
が
見
受
け
ら
れ
る
。

[
有
賀
他
、
昌
㊤
刈
ω
凵

の
随

所
に
そ
れ
は
表

さ
れ
て
い
る
。

引
用
文
献

有
賀
喜
左
衛
門

(初
出

冖
九

三
三
)
「
捨

子
の
話
」
、
『有
賀
喜

左
衛
門
著

作
集

8
』
未
来

社
、

一
九
六
九
所
収

。

(初
出

一
九
三
六
)
「
タ
ウ
ト
氏

の
み
た
白
川
村
」
、
『
有
賀
喜
左
衛
門
著
作
集
9
』

未
来
社
、

一
九
七

一
所
収

。

(初
出

一
九
三
八
)
「
『
農

村
社

会

の
研
究
』

の
序
」
、
『
有
賀

気
喜
左
衛
門
著
作

集
1
』

未
来
社

、

一
九

六
六
所
収
。

(初
出

一
九
四
三
)
「
日
本
家
族
制
度
と
小
作
制
度
1

「
農
村
社
会

の
研
究
」

改
訂
版
1

」
、
『
有
賀
喜
左
衛
門
著
作
集
1
』
未
来
社
、

一
九
六
六
所
収

。

(初
出

一
九
四

八
)
「都
市
社
会
学

の
課
題

村
落
社
会
学
と
関
連
し
て
ー

」
、

『有
賀
喜
左
衛
門
著
作
集
8
』
未
来
社
、

}
九
六
九
所
収

。

(初

出

一
九

五
五
)
「
明
治
時
代

に
お
け
る
生
活
文
化

」

(初
出
は

『
明
治
文
化

史

12

生
活
編
』
洋

々
社

、

一
九
五
五
の
第

一
章

)
、
『
有
賀
喜
左
衛
門
著
作
集
9
』
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未
来
社

、

一
九
七
〇

所
収

。
『
文
明

・
文
化

・
文
学
』
御
茶

の
水
書
房
、

一
九

八
○

に
も
再
掲
。

(初
出

一
九

六
七
)
「
日
本

の
民
具
に

つ
い
て
」
、
『有

賀
喜

左
衛
門
著
作
集
11
』

未
来
社
、

一
九
七

一
所
収
。

(初
出

一
九

六
九
)
「
追
記
ー

『
社
会
関
係

の
基
礎
構
造

と
類
型
の
意
味

』
に

つ
い
て
」
、
『
有
賀
喜
左
衛
門
著
作
集

8
』
未
来
社

、

一
九

六
九
所
収

、
『
文
明

・
文

化

・
文
学
』

御
茶
の
水
書
房

、

一
九

八
○

に
も
再
掲
。

「
著
作
集

の
完

結

に
際

し
て
」
、
『
有
賀
喜
左

衛
門
著
作
集

11
』

未
来
社
、
.
一
九

七

一
、
月
報

11
所
収

。

(
初
出

一
九
七

二

a
)
「
澁
澤
敬
三
と
柳

田
國
男

・
柳
宗
悦
」

(『
日
本
常
民
生
活

資
料
叢
書
』
総
序

)
、
『
一
つ
の
日
本
文
化
論

柳
田
國
男

に
関

連
し
て

』

未
来
社

、

一
九

七
六
所
収
。

(
初
出

一
九
七

二
b
)
「
社
会

学
と
人
間

朝
鮮

と
私
i

」
、
未

来
社
編
集

部
編

『
人
文
科
学

へ
の
道

著
者
に
聞
く
2
』
未
来
社

、

一
九
七
二
所
収
。

(初

出

一
九

七
七
)
「
民
族
文

化
圏
に

つ
い
て
」
、
『
文
明

・
文
化

・
文
学
』
御
茶

の
水
書
房
、

一
九

八
○
所
収
。

(初
出

一
九

七
九

a
)
「
外

国
文

明
と
日
本
文

化
ー

新
し

い
文
明
論
」
、
『
文
明

・
文
化

・
文
学
』

(中
野
卓
編
集

)
御
茶

の
水
書
房

、

一
九

八
○
所
収
。

「
民

族
の
心
を
求
め

て
」
、
N
H
K
編

『
わ
た
し

の
自
叙
伝

(1
)
』

日
本
放
送

出
版
協
会
、

一
九
七
九
b
所
収

。

有
賀
喜
左
衛

門

・
戴
国
輝

・
宮

本
馨
太
郎

・
谷

川
健

一

「
座
談

会

柳

田
国
男

と
柳

宗

悦
」
、
『
季
刊
柳

田
国
男

研
究
』

3
号

、
白
鯨
社

、

一
九
七
三
所
収
。

小
川
徹

「
渋
澤
敬
三
-

そ

の
研
究
と
方
法
」
、
瀬
川
清
子

・
植
松
明

石
編

『
日
本
民
俗

学
の

エ
ッ
セ

ソ
ス

[
増
補
版
凵

日
本
民
俗
学

の
成
立
と
展
開
』

ぺ
り
か
ん
社

、

↓
九
九
四
所
収

。

柿
崎

京

一

「
村
落
研
究
に
お
け
る
有
賀
理
論

の
視
座
」
、
柿
崎
京

↓
・
黒
崎

八
洲
次
良

・

間
宏
編

『
有
賀
喜
左
衛
門
研
究
』
御
茶

の
水
書
房
、

一
九
八
八
所
収

。

金
谷
美
和

「
文
化

の
消
費
ー

日
本
民
芸
運
動

の
展
示
を
め
ぐ

っ
て

」
、
『
人
文
学

報
』
第

77
号

、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、

一
九
九
六
所
収

。

河
岡
武
春

「敬

三
の
人
間
形
成

東
京
高
師
附
属
中
学
時
代
を
中
心
と
し

て

」
、

『澁
澤
敬

三

上
』
澁
澤
敬
三
伝
記
編
纂
刊
行
会
、

一
九
七
九
所
収

。

神
崎

宣
武

「
や
き
も
の

へ
の
視
点

民
芸
と
民
具
学
」
、
岩
井
宏
實
他

『
民
具
か
ら
見

た
日
本
文
化
』
河
出
書
房
新
社
、

一
九
八
九
所
収
。

桜
井
厚

「
有
賀

理
論

の
方
法

的
基
礎

と
生

活
史
研
究
」
、
柿
崎
京

一
・
黒
崎
八
洲
次
良

・

間
宏
編

『
有
賀
喜
左
衛
門
研
究
』
御
茶

の
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童
旦
房
、

一
九
八
八
所
収
。

竹
内
利
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「
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研
究

の
発
足
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土
調
査
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目

・
民
俗
」

」
、
柿
崎
京

一

・
黒
崎

八
洲

次
良

・
間
宏
編

『
有
賀
喜
左

衛
門
研
究
』
御
茶

の
水
書
房

、

一
九
八

八
所
収
。

「
渋
澤
敬

三
と
柳

田
民
俗

学
」
、
『
季
刊
柳

田
国
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研
究
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8
号
、
白
鯨
社

、

一

九
七
五
所
収
。

竹
中
均

「
柳

宗
悦

の
民
芸

理
論
と

「
実
践
的
意
識

」

日
本
的

オ
リ

エ
ソ
タ
リ
ズ

ム

批
判
と
し
て
読

む
ー

」
、
『
ソ
シ
オ
ロ
ジ
』
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巻

3
号
、

一
九
九

五
所
収
。

鳥
越
皓
之

「
有
賀
喜

左
衛
門

そ

の
研
究
と
方
法
」
、
瀬
川
清
子

・
植
松
明

石
編

『
日

本
民
俗
学

の
エ

ッ
セ

ソ
ス

[増
補

版
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1

日
本

民
俗
学

の
成
立

と
展
開
』

ぺ
り

か
ん
社

、

一
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九
四
所
収
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賀
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京
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研
究
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の
水
書
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中
野
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「
有
賀
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の
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理
論
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、
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崎
京
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黒
崎
八
洲
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良

・
間
宏
編
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有
賀

喜
左
衛
門
研
究
』
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茶

の
水
書
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一
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八
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所
収
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古
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彰
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家
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同
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を
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ぐ
る
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賀
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野
理
論

の
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ス
ペ
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テ
ィ
ブ
」
、
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ソ

シ
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ロ
ジ
』
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巻
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、

↓
九
八
四
。

水
尾
比
呂
志

「
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説
」
、
柳
宗
悦

『
民
藝

四
十
年
』
岩
波
書
店
、

一
九

八
四
。

宮
本
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一

「
民
具
学

の
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唱
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具
試
論

4

」
、
日
本
常
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文
化

研
究
所
編
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具
論
集

4
』
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友
社

、

一
九
七

二
所
収
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俊

一

「
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賀
喜
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衛
門
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」
、
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社
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論
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、
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八
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出
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四
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書
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。
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所
収
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    Between 'Mingeil and 'Mingu': Aruga's Household Theory under 

            the Influence of Yanagi's Folk Craft Theory 

                          Hitoshi Takenaka 

   Kizaemon Aruga, one of the leading sociologists in modern Japan, has been considered to begin 

his career as a student of folldore under Kunio Yanagita, later becoming a sociologist. In fact, he was 

also influenced by Muneyoshi Yanagi, a leader of the Folk Craft (minget) Movement, but we have not 

attached great importance to the influence. 

   In this article, I maintain that the perspective of Yanagi unexpectedly has much influence on the 

core of Aruga's theory. Aruga took over the image of folk craft from Yanagi and put his own interpre-

tation on it. He used it to built not only a concept of mingu (folk utensils which farmers make for 

themselves), but also his "ie" (household) theory, his most important achievement. 

   His acquaintance with Yanagi was not an episode in his youth, but a source of theoretical inspira-

tion all his life. 

Key Words 

   Kizaemon Aruga, Muneyoshi Yanagi, folk craft, folk utensil, self-sufficiency
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