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方
法
と
し
て
の
幻
視

・
柳
宗
悦
の
沖
縄

-

『民
藝
叢
書
』
が
え
が
く
社
会
イ
メ
ー
ジ

竹
中

均

〈
要
旨
〉

大
正
時

代
末

に
始
ま

る
民
芸
運
動

の
創
始

者

の
ひ
と
り
柳

宗
悦

に
と

っ
て
、
沖
縄
と

の
出
合

い
は
理
論
的

に
見

て
も
重
要
な
契
機

だ

っ
た

。
彼

の
沖
縄
賛
歌
は
現

在
に

い
た

る
ま

で
高

く
評
価
さ
れ

る

一
方

、
特

に
最
近

は
、
多
く

の
根

本
的
批
判
を
被

る
よ
う
に

な

っ
て
き

た
。
批
判
者
た

ち
は
、
柳
が
沖
縄

の
主
体
性
を
重

ん
じ
ず
、

一
種

の
珍

重

・

保
存
す
べ
き
対
象

と
し
て
固
定
化

し
て
し
ま

っ
た

と
指
摘
す
る
。

し
か
し

、
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
柳

の
沖

縄
観
に
は
、
今

で
も
な
お

、
自
文
化

・

異
文
化
を
ど
う

考
え
る
か

に
つ
い
て
、
示
唆
的
な
要
素
が
多

々
あ

る
よ
う

に
思

わ
れ
る
。

民
芸
支
持
者
た

ち
の

(善
意
か

ら
な
る
)
誤
解

に
囲
ま
れ
な
が
ら

も
、
彼
は

、
沖
縄

文

化
の
多

様
性

・
多
元
性
に
驚
き

の
目
を
向
け
、
そ
れ
が
決
し

て

「
大
和
」

の
模
倣

で
も

、

下
位

カ
テ
ゴ

リ
ー
で
も
な

い
こ
と
を
訴
え
続
け
た
。

こ
の
よ
う
な
柳

の
批
判
力
は

、
必
ず
し
も
文
化

の
歴
史
性

に
対
す

る
敏

感
さ

の
産
物

で
は
な
く
、
む

し
ろ
幻
視
と
も

い
う

べ
き
連
想

の
飛

躍
に

こ
そ
、
そ

の
源

泉
が
あ

っ
た

の
で
は
な

い
か

。
沖
縄

の
壷
屋
を
見

る
彼
の
眼
は

、
知

ら
ず
知
ら
ず
う

ち
に
朝
鮮

へ
、

地
中
海

へ
と
飛
躍

し
て
ゆ
く
。
そ

の
よ
う

に
し

て
重

ね
合
わ
さ
れ
た

イ
メ
ー
ジ

の
交
錯

の
な
か
で
初
め
て
、
批
判
と
し
て
の
美
的
社

会
理
論
が
作
動

し
始
め

る
の
で
あ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

柳
宗
悦

民
芸

沖

縄

多

文
化
主
義

日
本

方法 としての幻視 ・柳宗悦の沖縄35



1
.
沖
縄
と

の
出
会

い

1

遅
れ
て
き
た

「黄
金
時
代
」
1

「遅
れ
て
き
た
旅
人
」

一
九
三
〇
年
代
後
半
の
ブ

ラ
ジ
ル
調
査
行
を
素

材
と
し
た

『悲
し
き
熱
帯
』
の
な
か
で
レ
ヴ
ィ
ーー
ス
ト
ロ
ー
ス
は

「
イ
ン
デ

ィ

オ
の
文
化
の
残
骸
を

つ
な
ぎ
合

わ
せ
て
異
国
情
緒
を
復
原
し
よ
う
と
す
る
自

分
」
を
こ
の
よ
う
に
自
称
し
て
い
る
。
こ
の
言
い
方
に
は
、
「
失
わ
れ
て
ゆ
く

文
化

へ
の
憧
憬
」
と

「文
化
を
消
え
行
く
も
の
と
し
て
語
ろ
う
と
す
る
意
志
」

が
こ
め
ら
れ
て
い
る

[太
田
、

一Φ
㊤
b。
為
ρ
。。
O
凵
。
同
じ
よ
う
に
、

一
九
三
〇

年
代
の
日
本
に
も
、
自
ら
を

「
遅
れ
て
き
た
旅
人
」
と
し
て
位
置
づ
け
、
語
り

始
め
よ
う
と
し
た
人
物
が
い
た
。
そ
れ
が
、
沖
縄
へ
向
か
お
う
と
し
て
い
た
民

芸
運
動
の
理
論
上
の
創
始
者
、
柳
宗
悦
で
あ
る
。

彼
の
終
生
の
盟
友
、
濱
田
庄
司
と
河
井
寛
次
郎
が

一
九

一
八
年

(大
正
七
年
)

に
は
既
に
沖
縄
の
壷
屋
の
窯
場
を
訪
れ
、

一
九
二
五
年

(大
正
十
四
年
)
に
は

濱
田
が
そ
こ
で
製
作
を
始
め
た
こ
と
に
比
べ
れ
ば
、
柳
宗
悦
の
は
じ
め
て
の
沖

縄
訪
問
が

一
九
三
八
年

(昭
和
十
三
年
)
で
あ
る
の
は
予
想
外
に
遅
い
と
い
え

よ
う
。
さ
ら
に
、
柳
田
國
男
と
折

口
信
夫
は

一
九
二
一
年

(大
正
十
年
)
に
、

澁
澤
敬
三
は

一
九
二
六
年

(大
正
十
五
年
)
に
沖
縄
を
訪
れ
た
こ
と
を
思
え
ば

な
お
さ
ら
で
あ
る

[水
尾
、
H
㊤
㊤
b。
"b。
O
O
]。

.

し
か
し
柳
は
、
そ
れ
か
ら

一
九
四
〇
年
ま
で
の
短
い
間
に
、
四
回
も
沖
縄
を

訪
問
し
、
延
べ
八
十
日
間
滞
在
し
て
い
る
。
こ
の
数
字
は
、
彼
が
い
か
に
琉
球

の
文
化
に
魅
惑
さ
れ
傾
倒
し
て
い
た
か
を
如
実
に
示
す
も
の
と
し
て
言
及
さ
れ

て
き
た

[屋
嘉
比
、
ドΦ
Φ
9
H
凵
。

一
九
五
九
年

(昭
和
三
十
四
年
)
に
書
か
れ
た

『
四
十
年
の
回
想
』
に
よ
れ

ば
、
最
初
の
旅
行
の
際
、
沖
縄
の
状
況
を
知

っ
て
い
た
濱
田
か
ら

「蒐
集
に
は

も
う
時
期
が
遅
れ
余
り
期
待
は
出
来
ま
い
」
と
あ
ら
か
じ
め
教
え
ら
れ
て
い
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
見
る
も
の
聞
く
も
の
何
も
か
も
新
し
く
、
特
に
那
覇
の
古

着
市
は
、
財
布
の
空
に
な
る
の
も
忘
れ
て
買
い
漁

っ
た
と
い
う
。
安
い
値
段
で

古
着
を
手
に
入
れ
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て

「今
か
ら
思
う
と
よ
く
も
こ
の

『黄

金
時
代
』
に
廻
り
会

っ
た
も
の
」
と
喜
び
を
表
現
し
て
い
る
。
現
在

「
日
本
民

藝
館
」
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
沖
縄
関
係
民
芸
の
大
半
は
こ
の
第

一
回
沖
縄
訪
問

の
際
の
収
穫
な
の
で
あ
る

[柳
、
一㊤
。。
野
。。
㎝
ド
ω
α
b。
U
。

一
九
四
二
年

(昭
和

十
七
年
)
、
沖
縄
訪
問
の
成
果
は
、
『
民
藝
叢
書
』
の

一
冊

『琉
球
の
陶
器
』
と

し
て
ま
と
め
ら
れ
た
。

2
.
ヒ

ュ
ー
マ
ニ
ズ

ム
の

「
権
威
」
と
沖
縄
人

の

「
主
体
性
」

1

「
沖
縄
方
言
論
争
」
を
め
ぐ

っ
て
i

水
尾
比
呂
志
に
よ
れ
ば
、
柳
を
は
じ
め
と
す
る
民
藝
同
人
の
沖
縄
に
対
す
る

態
度
と
は
次
の
よ
う

で
あ
る
。
ま
ず
日
本
人
に
対
し
て
は
、
「琉
球
が
文
明
に

後
れ
て
い
る
か
ら
そ
れ
を
改
め
る
べ
く
導
こ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
琉
球
文

化

へ
の
深
い
敬
念
に
基
い
て
、
沖
縄
を
伝
統
的
文
化
に
お
い
て
栄
え
さ
せ
る
こ

と
が
そ
の
貧
困
を
救
う
こ
と
で
あ
り
、
日
本
人
の
為
す
べ
き

つ
と
め
で
あ
る
」

と
主
張
し
、
沖
縄
人
に
対
し
て
は

「
日
本
の
文
化
に
い
か
に
沖
縄
が
重
要
な
位

置
に
あ
る
か
を
自
覚
し
、
そ
の
伝
統
的
文
化
に
自
信
を
抱
く
こ
と
を
熱
望
」
し

36



た
の
だ
と

[水
尾
、
一㊤
㊤
b。
n
bo
O
α
]
。

だ
が
、
柳
の
沖
縄
観
に
対
し
て
は
、
〈
純
粋
な
〉
琉
球
文
化
を
守
ろ
う
と
し

た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
好
意
的
に
評
価
す
る
人
々
が
い
る

一
方
で
、
優
位
な
立

場
に
あ
る
観
察
者
が
か
わ
い
そ
う
な
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
文
化
を
保
護
す
べ
き
も
の

と
し
て
見
下
し
て
い
る
の
で
な
い
か
、
と
い
う
疑
念

・
批
判
が
向
け
ら
れ
て
き

た
。『琉

球
の
陶
器
』
と
い
う
書
物
も
、
同
様
な
批
判
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き

な
い
。

一
九
五
五
年
に
本
書
の
復
刻
版
に
添
付
さ
れ
る
形
で
書
か
れ
た
屋
嘉
比

収
の
文
章
「柳
宗
悦
と
島
袋
全
発

戦
時
下
に
お
け
る
沖
縄
文
化
人
の
思
想
」

で
は
、
柳
の
思
想
は
、
戦
時
下
に
お
い
て
も
な
お
地
方
文
化
を
擁
護
し
、
国
家

主
義
に
よ
る
文
化
統
制
を
批
判
し
た
も
の
と
し
て
ひ
と
ま
ず
評
価
さ
れ
る
。
だ

が
そ
の

一
方
で
、
柳
た
ち
民
藝
協
会
同
人
と
親
し
く
交
流
し
た
沖
縄
文
化
人
の

一
人
、
当
時
の
沖
縄
県
立
図
書
館
長
、
島
袋
全
発
の
文
章
を
紹
介
し
、
そ
れ
が

「柳
宗
悦
の
権
威
に
対
す
る
没
主
体
的
な
支
持
と
い
う
同
調
で
は
な
く
、
沖
縄

文
化
に
対
す
る
客
観
的
で
主
体
的
な
認
識
に
よ
る
自
立
的
な
意
志
表
明
」
だ

っ

た
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
屋
嘉
比
に
と

っ
て
柳
の
ヒ

ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
、
場

合
に
よ

っ
て
は
、
沖
縄
人
の

「主
体
性
」
を
脅
か
し
か
ね
な
い
両
刃
の
剣
だ

っ

た
。柳

自
身
の
回
顧
録

「
四
十
年
の
回
想
」

の
な
か
で
も
、
自
分
た
ち
の
沖
縄
に

お
け
る
蒐
集
活
動
に
対
し
て
、
沖
縄
人
の
側
か
ら

「島
の
宝
を
島
外
に
持
ち
出

す
」
こ
と
に
対
し
て
批
判
が
あ

っ
た

こ
と
を
認
め
て
い
る

[柳

、
」H
㊤
G。
分

ω
課

凵
。
も
ち
ろ
ん
柳
は
そ
の
批
判
を
素
直
に
受
け
入
れ
た
り
は
し
な
い
。
彼

に
し
て
み
れ
ば
、
山
ほ
ど
も
あ

っ
た
こ
れ
ら
の
品
々
を
目
の
前
に
し
て
き
た
島

民
が
誰
も
こ
の
宝
を
省
み
ず
、
保
存

・
保
護
し
な
か

っ
た
の
で
、
自
分
た
ち
が

か
わ
り
に
集
め
た
に
過
ぎ
な
い
。
沖
縄
戦
に
よ

っ
て
多
く
が
失
わ
れ
た
今
、
自

分
た
ち
の
や

っ
た
こ
と
は
感
謝
さ
れ
る
べ
き
だ
と
自
信
の
ほ
ど
を
示
し
て
い
る

[柳
、
一
㊤
○。
分
Q。
α
虧
凵
。
だ
が
、
「
四
十
年
の
回
想
」
が
書
か
れ
た

一
九
六
〇
年

前
後
は
と
も
か
く
と
し
て
、
現
在
柳
た
ち
に
対
す
る
批
判
は
根
底
的
な
も
の
に

な
り

つ
つ
あ
る
。

そ
の
焦
点
を
な
す
の
が
、
い
わ
ゆ
る

「沖
縄
方
言
論
争
」
で
あ
る
。
大
城
立

裕
の
ま
と
め
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
、

一
九
四
〇
年

(昭
和
十
五
年
)
、
柳
た
ち

民
芸
協
会
の

一
行
が
県
当
局
と
行

っ
た
座
談
会
の
席
上
、
当
時
盛
ん
に
行
わ
れ

て
い
た

「標
準
語
励
行
、
方
言
撲
滅
運
動
」
(大
城
の
表
現
)
を
行
き
過
ぎ
と

批
判
、
そ
れ
に
対
し
て
県
当
局
側
が
、
外
来
者
の
興
味
半
分
で
批
判
さ
れ
て
は

迷
惑
だ
と
反
発
し
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
。
こ
の
座
談
会
を
発
火
点
と
し
て
、

新
聞
、
東
京
の
知
識
人
も
巻
き
込
ん
で
議
論
は
広
が

っ
て
い

っ
た
。
柳
側
は
、

日
本
語
を
よ
り
純
正
な
も
の
に
し
て
い
く
上
で
沖
縄
方
言
が
重
要
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
弾
圧
す
る
の
は
県
民
に
屈
辱
感
を
与
え
る
も
の
だ
と
主

張
、

一
方
、
県
当
局
の
主
張
は
、
沖
縄
語
が
言
語
学
的
に
誇
り
あ
る
も
の
だ
と

い
う
こ
と
は
分
か

っ
て
お
り
、
学
問
的
調
査
は
必
要
に
は
違
い
な
か
ろ
う
が
、

教
育
行
政
は
そ
れ
と
は
別
問
題
で
あ
る
と
し
て
譲
ろ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
結

局
、
論
点
は
か
み
あ
う
こ
と
は
な
か

っ
た
と
い
う

[大
城
、
H㊤
○。ビ
α
凵。

た
と
え
ば
、
冒
頭
に
引
用
し
た

「遅
れ
て
き
た
旅
人
」
レ
ヴ
ィ
ーー
ス
ト
ロ
ー

ス
に

「
失
わ
れ
た
文
化

へ
の
憧
憬
」
を
見
た
太
田
好
信
は
、
こ
の
論
争
に
お
け

る
柳
の
姿
勢
を
批
判
的
に
論
じ
て
い
る
。
た
し
か
に
柳
の
.一
連
の
発
言
は
、
沖

縄
の
文
化
を
尊
重
す
る
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
と
し
て
、
今
日
で
も
色
あ
せ
る
こ
と
は

方 法 としての幻視 ・柳宗悦 の沖縄37



な
い

[太
田
、
H
㊤
㊤
b。
"
Q。昌

。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
語
り
を
通
し
て
構
築
さ

れ
る
柳
宗
悦
像
が
担
う

「社
会
的
意
味
」
に
眼
を
向
け
る
と
き
、
ひ
と

つ
の
決

定
的
な
問
題
点
が
う
か
び
あ
が

っ
て
く
る
と
い
う
。
そ
れ
は
、
彼
の
発
言
に
は

「
日
本
と
い
う
国
家
の
な
か
に
組

み
込
ま
れ
た
沖
縄
の
人
々
が
、
ニ
ゴ
シ
エ
ー

ト
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
複
雑

な
社
会
状
況
に
た
い
す
る
配
慮
」
[
太
田
、

HΦ
り
b。
…Q。
昌

が
欠
け
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

太
田
に
よ
れ
ば
、
柳
は
言
語
と
文
化
の
問
題
を

「
ニ
ゴ
シ
エ
ー
ト
」
の
側
面

か
ら
で
は
な
く
、
保
存
の
側
面
か
ら
論
じ
よ
う
と
し
た
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な

姿
勢
で
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
そ

こ
で
生
活
す
る
人
々
を
、
「
過
去
に
存
在
し

た

「純
粋
な
」
(娼
霞
Φ
)
そ
し
て

「
真
正
な
」
(窪
子
①邑

o
)
文
化
を
継
承
す

る
だ
け
の
、
パ

ッ
シ
ヴ
な
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
る
」
[
太
田
、
H㊤
⑩
卜。
"。。Q。
]

こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
。
本
当
に
必
要
な
の
は
、
「文
化
的
な
創
造
力
に
満
ち

た
主
体
」

・
「
他
者
が
支
配
す
る
領
域
で
生
き
る
術
を
身
に
つ
け
た
狡
知
の
実

践
者
」
[太
田
、
お
㊤
卜。
"c。8
c。㊤
凵
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。

「
方
言
論
争
」
に
つ
い
て
は
熊
倉
功
夫
も
、
民
芸
の
人

々
の
指
摘
は
、
鋭
く

深
い
示
唆
を
含
ん
で
い
た
こ
と
は
た
し
か
に
否
定
し
え
な
い
と
し
な
が
ら
も
、

柳
が
言
う
ほ
ど
問
題
の
帰
趨
は
明
ら
か
で
あ

っ
た
の
か
と
疑
問
を
投
げ
か
け
て

い
る
。
論
争
に
触
発
さ
れ
て
、
新
聞
各
紙
に
は
連
日
賛
否
両
論
が
掲
載
さ
れ
た

が
、
県
の
方
針
を
支
持
す
る
も
の
の
方
が
、
柳
た
ち
を
支
持
す
る
も
の
よ
り
も

ず

っ
と
多
か

っ
た

[熊
倉
、
一㊤
刈
Q。
旨
ω
ω
凵
。
「彼
等
は
余
り
に
も
県
を
そ
の
好

奇
心
の
対
象
に
し
て
し
ま

っ
て
ゐ
る
。
好
奇
心
の
対
象
に
す
る
位
な
ら
ま
だ
し

も
で
あ
る
。
も

っ
と
ひ
ど
い
の
に
な
る
と
観
賞
用
植
物
若
く
は
愛
玩
用
動
物
位

に
し
か
思

っ
て
ゐ
な
い
」
(標
準
語
指
導
を
推
進
す
る
学
務
部
社
会
教
育
主
事

吉
田
嗣
延
)。
あ
る
い
は
、
「
こ
の
数
奇
者
連
の
目
に
邪
魔
に
な

っ
て
古
琉
球
式

景
色
の
撮
影
が
出
来
な
け
れ
ば
、
臆
面
も
な
く
電
柱
の
撤
去
を
も
要
望
す
る
。

沖
縄
で
は
電
燈
電
力
な
ど
を
使
は
ず
に
ゐ
て
貰
ひ
た
い
と
い
ふ
心
臓
だ
」
(比

嘉
順
常
)
。
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
大
城
立
裕
も
ま
た
、
「
県
民
の
な
か
の
知
識

人
は
、
お
お
む
ね
県
が
わ
に
近
か

っ
た
と
い
っ
て
よ
い
」
と
指
摘
し
て
い
る

[大

城
、
Hり
Q。ビ
α
凵。

熊
倉
は
こ
こ
に
民
芸
運
動
の
本
質
に
か
か
わ
る
問
題
が
あ
る
と
考
え
る
。
言

う
ま
で
も
な
く
、
言
語
は
実
生
活
に
密
着
し
て
い
る
。
い
か
に
遺
産
と
し
て
す

ぐ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
も
、
実
際
上
の
不
自
由
を
負
う
の
は
沖
縄
人

で
あ
り
、
柳
た
ち
は
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
当
事
者
で
は
な
か

っ
た
。
そ
の
こ
と
に

彼
ら
は
十
分
自
覚
的
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
と

[熊
倉
、
H
Φ
刈。。
"
一ω
凸
。
柳
の

八
十
日
間
の
沖
縄
滞
在
と
い
う
事
実
は
、
「
い
か
に
琉
球
の
文
化
に
魅
惑
さ
れ
、

ど
れ
ほ
ど
傾
倒
し
て
い
た
か
」
を
示
す
と
同
時
に
、
所
詮
は
旅
行
者
に
す
ぎ
な

か

っ
た
こ
と
を
も
語

っ
て
い
る
。
大
城
の
表
現
に
よ
れ
ば
、
こ
の
論
争
は
柳
た

ち
が

「沖
縄
観
光
に
や

っ
て
き
た

つ
い
で
に
」
火
を

つ
け
た
の
だ

[大
城
、

H㊤
Q。
H
凸
]
。

3

「
琉
球
は
植
民
地
と
は
違
ふ
」

1

「
日
本
系
文
化
」
の
主
張
1

『琉
球
の
陶
器
』
復
刻
版
に
寄
せ
ら
れ
た
も
う

一
つ
の
文
章
で
あ
る
渡
名
喜

明

「民
衆
の
手
か
ら
美
は
去

っ
た
か
」
で
は
、
柳
に
対
す
る
違
和
感
が
、
「
方

言
論
争
」
と
い
う

一
事
例
を
越
え
て
、
そ
の
美
論
の
根
底
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
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表
明
さ
れ
て
い
る
。
晩
年
の
柳
が
自
覚
し
て
い
た
よ
う
に
、
「
民
芸
」
と
い
う

言
葉
は
、
当
初
彼
が
意
図
し
た
方
向
と
は
違
う
形
で

一
人
歩
き
し
て
い
っ
た
。

柳
は
当
初
の
意
図
が
誤
解
さ
れ
た
と
し
て
危
惧
の
念
を
抱
い
て
い
た
が
、
は
た

し
て

「誤
解
」
の
責
任
は
、
同
人
や
社
会
に
の
み
求
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

自
ら
の
民
芸

「
論
」
か
ら
、
彼
自
身
、
自
由
で
あ
り
え
た
の
か
と
渡
名
喜
は
問

い
か
け
る
。
た
し
か
に
、
柳
た
ち
が
選
び
蒐
集
し
た
〈
も
の
〉
は
残
る
し
、
そ

れ
ら
の
作
品
に
共
通
す
る
美
の
か
た
ち
は
、
「
民
芸
」
と
い
う
名
の

一
つ
の
様

式
と
し
て
こ
れ
か
ら
も
評
価
さ
れ
続
け
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は

あ
く
ま
で
作
品
に
即
し
て
の
こ
と
で
あ
り
、
運
動
と
し
て
の
民
芸
は
、
現
在
、

既
に
時
代
錯
誤
の
そ
し
り
を
免
れ
得
な
い
も
の
な
の
だ
。
渡
名
喜
は
、
出
川
直

樹
の
徹
底
的
な
民
芸
批
判
を
引
用
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
論
じ
る
。

民
芸
的
な
や
り
方
が
も
は
や
過
去
の
遺
物
と
な
っ
た
今
、
そ
れ
で
は
、
民
衆

の
手
か
ら
美
は
去
り
永
遠
に
失
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
、
と
彼

は
言
う
。
伝
統
的
な
祭
り
の
世
界

に
は
い
ま
だ
に
、
沖
縄
人
の

「健
康
な
美
」

が
息
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
美
は
、
民
芸
の
決
ま
り
文
句
で
あ
る

「
巧
ま
ざ
る
美
」
な
ど
で
は
な
い
。
ま
た
、
も
う

一
人
の
沖
縄
美
の
賛
美
者
岡

本
太
郎
が
言
う
よ
う
な

「何
も
な
い
」
こ
と
か
ら
生
ま
れ
る
美
で
も
な
い
。
素

朴
な
人
々
の
無
作
為
な
ど
で
は
な
く
、
沖
縄
人
の
十
全
な

「作
為
」
が
祭
り
の

世
界
に
は
込
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
そ
の
作
為
が
自
然
に
見
え
る
か
ら

美
し
い
の
だ
。
渡
名
喜
も
ま
た
屋
嘉
比
と
同
様
に
、
沖
縄
人
の

「主
体
性
」
を

主
張
す
る
こ
と
で
、
柳
に
対
抗
し
て
ゆ
く

[渡
名
喜
、
H㊤
⑩
α
誌
～
①
凵
。

「
沖
縄
人
に
な
る
こ
と
」
を
問
う
冨
山

一
郎
も
ま
た
、
沖
縄
の

「主
体
性
」

と
民
芸
と
の
関
係
を
、
沖
縄
文
化
と
日
本
文
化
の
関
わ
り
を
め
ぐ
る
認
識
の
点

か
ら
論
じ
て
い
る
。

善
意
に
満
ち
た

一
人
の
民
芸
協
会
員
が
、
大
阪
在
住
の
沖
縄
人
の
も
と
を
訪

れ
る
。
だ
が
、
彼
を
待
ち
受
け
て
い
た
の
は
、
沖
縄
人
の
沈
黙
と
無
表
情
だ
け

だ

っ
た
。
彼
は
そ
の
こ
と
を
、
自
ら
の
文
化
に
対
す
る
卑
下
の
産
物
だ
と
考
え
、

沖
縄
文
化
も
立
派
な
日
本
系
文
化
で
あ
り
、
そ
の
沖
縄
人
が
そ
の
こ
と
に
気
づ

き
、
自
ら
の
文
化
に
誇
り
を
も
て
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
祈
り
な
が
ら
去
る
。

こ
の
よ
う
な
話
が
雑
誌

『民
藝
』
誌
上
に
載

っ
て
い
た
こ
と
を
冨
山
は
指
摘
し
、

そ
こ
に
柳
の
民
芸
思
想
の
傲
慢
さ
を
読
み
と
っ
て
い
る

[冨
山
、
H
り
㊤9
b。
瞳
]
。

だ
が
、
冨
山
の
批
判
に
は
ひ
と
つ
の
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
主
要
な
論
及

対
象
が
、
柳
本
人
の
文
章
で
は
な
く
、
民
芸
協
会
の

一
会
員
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
だ

と
い
う
点
で
あ
る
。
民
芸
理
論
の
い
わ
ば
〈
読
者
〉
た
る

一
会
員
の
言
動
に
よ

っ
て
、
〈
著
者
V
た
る
柳
を
論
じ
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
自
体
、

些
細
な
も
の
だ
が
、

一
旦
そ
の
よ
う
な
微
視
的
な
観
点
に
立

っ
て
み
る
と
、
民

芸
が
沖
縄
を
日
本
文
化
の
サ
ブ

・
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
回
収
し
よ
う
と
し
た
と
い
う

冨
山
の
批
判
か
ら
は
こ
ぼ
れ
落
ち
て
し
ま
う
民
芸
の
可
能
性
が
た
ち
あ
わ
れ
て

く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

柳
の
も

っ
と
も
代
表
的
な
沖
縄
論
は
、
お
そ
ら
く

「琉
球
の
富
」
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
、
も
と
も
と

一
九
三
九
年

(昭
和
十
四
年
)
に
雑
誌

『
工
藝
』
百
号
に

掲
載
さ
れ
、

一
九
四

一
年

(昭
和
十
六
年
)
に

『民
芸
叢
書
』
の
第
二
篇
、
式

場
隆
三
郎
篇

『琉
球
の
文
化
』
に
収
録
さ
れ
た
。
た
し
か
に
そ
の
中
で
は
、
冨

山
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
沖
縄
が
日
本
系
の
文
化
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て

い
る
。
た
と
え
ば
、
「沖
縄
は
地
理
的
に
は
む
し
ろ
大
和
の
本
土
よ
り
も
、
支

那
の
福
州
に
近
い
の
で
、
さ
ぞ
支
那
の
影
響
が
大
き
い
だ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る

方法 としての幻 視 ・柳宗悦 の沖縄39



か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
事
実
は
逆

で
、
そ
の
言
語
も
風
俗
も
建
築
も
ほ
と
ん
ど

凡
て
が
大
和
の
風
を
止
め
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
所
で
は
な
く
、
日
本
の
何
処

へ
旅
す
る
と
も
、
沖
縄
に
お
い
て
ほ
ど
古
い
日
本
を
よ
く
保
存
し
て
い
る
地
方

を
見
出
す
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。
粗
忽
に
も
沖
縄
を
台
湾
の
蕃
地
の
続
き
の
如

く
思

っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
風
に

[式
場
、
一
Φ
鮮
H
"α
]
。

さ
ら
に
、
こ
の
本
の
な
か
で

「琉
球
の
富
」
の
次
に
配
置
さ
れ
た
同
じ
く
柳

の
文
章

「琉
球
文
化
の
再
認
識

沖
縄
県
知
事
に
呈
す
る
の
書
」
で
は
、
こ

の
姿
勢
が
更
に
際
だ

っ
て
い
る
。

こ
の

一
編
は
、
副
題
に
あ
る
通
り
、
行
政
の

長
に
向
け
ら
れ
た
メ

ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
「澎
湃
と
し
て
日

本
文
化
振
興
の
念
慮
が
瀰
漫
す
る
に
至

っ
た
今
日
」
[式
場
、
ド
㊤瘴

"
H
O
α
凵
、

沖
縄
の
文
化
が

「
日
本
系
古
文
化
の
極
め
て
貴
重
な
継
承
」
[式
場
、
H
Φ
自
…

H
OQ。
]
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て

「
沖
縄
語
が
日
本
の
地
方
語
と
し
て
歴
史
的
に

最
も
価
値
あ
る
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
認
識
」
[式
場
、
一り
今
"
旨
b。
凵
が
、
国
民

精
神
の
振
興
上
、
不
可
欠
だ
と
い
う
。
地
方
文
化
を
否
定
し
て
は
国
民
精
神
の

振
興
は
あ
り
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら

、
「
強
固
な
地
方
の
集
団
に
し
て
、
始
め
て

強
固
な
国
家
を
形
成
し
得
る
」
の
だ
か
ら

[式
場
、
H
O
醸
…
Hb。
出

。
と
こ
ろ
が
、

沖
縄
県
人
が
本
土
に
来
る
時
、彼

ら
は
沖
縄
人
で
あ
る
こ
と
を
隠
そ
う
と
す
る
。

こ
の
悲
し
む
べ
き
事
実
は
、
県
民
が
長
年
に
わ
た

っ
て
受
け
て
き
た
屈
辱
的
待

遇
の
結
果
で
は
な
い
の
か
。
こ
の
不
必
要
な
卑
下
を
払
拭
す
る
た
め
に
も
、
「沖

縄
が
如
何
に
日
本
文
化
系
の
圏
内
に
於
け
る
歴
然
と
し
た
存
在
で
あ
る
か
を
、

外
に
向
か

っ
て
宣
揚
し
、
内
に
向
か

っ
て
は
自
覚
せ
し
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
琉
球

は
植
民
地
と
は
違
ふ
。
台
湾
の
如

き
歴
史
と
は
類
を
異
に
し
質
を
異
に
す
る
」

[式
場
、
一Φ
畦
"
昌卜。
刈
]
の
だ
か
ら
。

か
つ
て
宗
悦
の
父
、
柳
楢
悦
は
、
海
軍
水
路
部
初
代
部
長
と
し
て
、
琉
球
列

島
の
測
量
を
行
い
、
『台
湾
水
路
誌
』
(明
治
六
年
刊
)
や

『南
島
水
路
誌
』
(明

治
七
年
刊
)
を
著
し
た

[水
尾
、
Hり
り
ト。
』
O
昌
。
宗
悦
は
今
ふ
た
た
び
台
湾
と

琉
球
の
あ
い
だ
を
測
量
し
境
界
線
を
引
く
こ
と
で
、
「琉
球
の
富
」
を
明
ら
か

に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

4

壷
屋
の
三
つ
の
源
泉

-

合
流
の
地
理
学
1

し
か
し
、
同
じ

『
民
藝
叢
書
』
に
属
し

『琉
球
の
文
化
』
刊
行
の
翌
年

一
九

四
二
年

(昭
和
十
七
年
)
に
上
梓
さ
れ
た

『
琉
球
の
陶
器
』

(柳
宗
悦
編
)
で

は
、
同
じ
柳
の
文
章
で
も
日
本
系
文
化
の
問
題
の
扱
わ
れ
方
が
若
干
異
な

っ
て

(1
)

い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
太
田
も
冨
山
も
言
及
し
て
い
な
い
。

柳
が
書
い
た

「現
在
の
壷
屋
と
そ
の
仕
事
」
の
基
調
を
な
し
て
い
る
の
は
、

沖
縄
の
壷
屋
焼
が
三
つ
の
源
泉
の
絡
ま
り
あ
い
の
中
か
ら
誕
生
し
た
と
い
う
考

え
方
で
あ
る
。
そ
の
三
つ
と
は

「支
那
系
」

・
「朝
鮮
系
」

・
「大
和
系
」
で

あ
り
、
こ
の
三
要
素
が
沖
縄
で
合
流
し
た
こ
と
は
、
地
理
的
に
見
て
も
必
然
だ

っ
た
と
柳
は
考
え
る

[柳
、
H
㊤
鼻卜。ぴ
"b。O
α
凵
。

第

一
の
系
譜
は
、
「
南
方
支
那
系
」
の
要
素
で
あ
り
、
染
付
の
模
様
が
、
安

南
あ
た
り
の
染
附
と
そ

っ
く
り
で
あ
る
点
に
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
。
だ
が
文
献

を
調
べ
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
朝
鮮
と
の
関
係
は

一
段
と
明
白
で
あ
る
。
こ
れ

マ

マ

が
第
二
の
要
素
だ
。
「慶
長

の
頃
多
く
の
鮮
人
の
陶
工
が
こ
の
島
に
渡

っ
て
仕

事
し
た
史
実
は
誰
も
想
ひ
起
す
と
こ
ろ
」
。
そ
の
意
味
で
は
、
西
九
州
や
長
門
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近
辺
の
窯
に
朝
鮮
系
の
も
の
が
多

い
の
と
事
情
が
似
て
い
る
。
第
三
に
、
「
日

本
の
も
の
特
に
九
州
の
窯
場
と
の
関
係
は
深
い
」
。
と
り
わ
け
薩
摩
藩
と
は
縁

が
濃
く
、
船
の
往
来
も
し
ば
し
ば
あ

っ
た
か
ら
、
相
互
に
影
響
す
る
と
こ
ろ
が

少
な
か
ら
ず
あ

っ
た
と
い
う

[柳
、
H
Φ劇
b。
び
』
O
①
凵
。

だ
が
こ
れ
ら
の
影
響
が
模
倣
に
止
ま

っ
て
は
い
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
琉
球

の
焼
物
の
素
晴
ら
し
さ
が
あ
る
と
柳
は
言
う
。
「
小
さ
な
島
の
小
さ
な
王
国
に
、

嘗
て
ど
ん
な
力
が
あ

っ
た
の
か
、
実
に
不
思
議
ほ
ど
、
凡
て
の
も
の
を
琉
球
の

血
と
肉
と
に
変
え
て
了

っ
た
」
[
柳
、
昌㊤
駆
卜。
げ
"卜。
O
刈
]
。
「琉
球
は
決
し
て
模
倣

の
国
で
は
な
い
」
の
で
あ
る

[柳

、
HΦ
艀
卜。
び
"
b。
OG。
凵
。

5

元
和
二
年
以
前

1

〈
読
者
〉
山
里
永
吉
の
琉
球
観
1

こ
の
よ
う
な
柳
の
沖
縄
文
化
観
は
、
冨
山
が
批
判
す
る
民
藝
協
会
の

一
会
員

の
文
化
観
と
は
完
全
に
は

一
致
し
な
い
。
両
老
に
は
、
た
と
え
程
度
の
差
に
せ

よ
、
溝
が
あ
る
。
柳
を
民
芸
理
論

の
く
著
者
V
だ
と
す
れ
ば
、
〈
読
者
〉
た
る

協
会
員
た
ち
は
必
ず
し
も
、
著
者

の
意
図
通
り
に
民
芸
を
読
ん
だ
わ
け
で
は
な

い
。
こ
の
よ
う
な
ず
れ
は
、
柳
自
身
が
編
集
し
た
本
の
内
部
で
も
起
こ
っ
た
。

『琉
球
の
陶
器
』
も
ま
た
例
外
で
は
な
い
。
山
里
永
吉
の
文
章

「琉
球
の
陶
芸

史
」
を
そ
の
実
例
と
し
て
取
り
上
げ
よ
う
。

琉
球
陶
器
の
優
れ
た
蒐
集
家

・
実
際
的
見
聞
の
広
い
人
物
と
し
て
紹
介
さ
れ

て
い
る
山
里
永
吉
の
こ
の
文
章
は
、
柳
に
よ
れ
ば

「将
来
歴
史
を
勉
強
す
る
人

々
に
い
い
指
南
と
な
る

一
文
」
[柳

、
H
潔
b。
び
』
ω
昌

と
し
て
、
本
書

の
冒
頭

に
置
か
れ
て
い
る
。
そ
の
主
張
の
眼
目
は
、
琉
球
文
化
の
多
様
性
の

一
語
に
尽

き
る
。
山
里
は
ま
ず
、
従
来
の
定
説
す
な
わ
ち
、
琉
球
陶
業
の
歴
史
が
元
和
二

年

(
一
六

一
六
年
)
に
始
ま
る
と
い
う
説
に
対
し
て
疑
義
を
呈
す
る
こ
と
か
ら

始
め
る
。
こ
の
定
説
は
、
「朝
鮮
役
出
陣
の
島
津
義
弘
が
慶
長
三
年
凱
旋
に
際

し
、
朝
鮮
人
の
陶
工
二
十
二
姓
八
十
余
名
の
男
女
を
伴

っ
て
来
た
内
、
右
の

一

六

(張
献
功
と
い
ふ
)

一
官

・
三
官
の
三
名
が
、
琉
球
世
子
断
豊
の
懇
請
に
よ

っ
て
琉
球
へ
派
遣
さ
れ
た
」
と
い
う
文
献
上
の
事
実
に
起
源
を
求
め
よ
う
と
す

る
考
え
方
で
あ
り
、
琉
球
の
窯
が

「薩
摩
諸
窯
と
そ
の
軌
を

一
つ
に
す
る
」

こ

と
を
主
張
す
る

[柳
、
一Φ
お
び
"
ω
誌
]
。

実
際
、
当
時
の
陶
磁
研
究
の
大
物
、
奥
田
誠

一
や
大
河
内
正
敏
ら
を
編
輯
顧

問
に
戴
く

『
陶
器
講
座
』
で
は
、
「琉
球
の
陶
器
が
、
薩
摩
陶
器
の
基
礎
を
開

　

　

い
た
朝
鮮
帰
化
人
中
の
安
、
張
二
氏
に
依

っ
て
開
基
さ
れ
た
事
」
を
議
論
の
大

前
提
と
し
て
い
る

[比
嘉
、
H⑩
ω
S
昌
。

山
里
は
こ
の
定
説
に
対
し
て
、
文
献
や
窯
跡
出
土
品
な
ど
の
資
料
を
援
用
し

な
が
ら
、
薩
摩
だ
け
で
は
な
く
、
「南
方
・系
」

・
「
朝
鮮
系
」

・
「
支
那
系
」

・
「薩
摩
系
」
と
い
う
四
つ
の
源
泉
が
あ

っ
た
こ
と
を
主
張
す
る
。
彼
の

「憶

測
」
に
よ
れ
ば
、
最
古
の
み
な
も
と
は

「南
方
系
」
す
な
わ
ち

「南
支
ま
た
は

安
南
の
系
統
」
だ

っ
た

[柳
、
一
Φら
b。σ
…
辰
凵
。
そ
し
て
そ
の
地
盤
の
上
に
、
元

和
二
年
、
張
献
功
ら
に
よ
る

「朝
鮮
系
」
の
導
入
が
あ
り
、
さ
ら
に
五
十
年
後
、

「
宿
藍
田

(平
田
典
通
)」
に
よ

っ
て
清
の
陶
芸
技
法
が
伝
え
ら
れ
た

[柳
、

H㊤
お
σ
…N
①
凵
。
最
後
に
享
保
年
間
に
は
、
「仲
村
渠
致
元
」
に
よ

っ
て
薩
摩
焼

の
技
法
が
伝
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
琉
球
の
陶
業
は
定
説
と
は
違

っ

て
、
「複
雑
な
も
の
」
と
し
て
理
解
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
琉
球
の
古
陶
渉
技
巧
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・
図
柄

・
釉
薬
の
面
で
実
に
多
種
多
様
な
の
は
、
こ
の
複
雑
性
に
由
来
す
る
と

山
里
は
考
え
る

[柳
、
一
㊤鼻
b。
び
"瘴

凵
。

こ
の
よ
う
に
、
元
和
二
年
は
必
ず
し
も
琉
球
陶
業
の
起
源
で
は
な
い
。
で
は

な
ぜ
、
従
来
の
通
説
で
は
そ
う
思
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
資

料
の
不
十
分
も
、
そ
の
理
由
の
ひ
と

つ
だ
ろ
う
。
だ
が
む
し
ろ
重
要
な
の
は
、

や
き
も
の
を
見
る
視
線
の
質
の
違

い
に
あ
る
と
見
る
べ
き
だ
。
そ
も
そ
も
琉
球

の
陶
業
は
、
元
和
二
年
以
前
に
は
庶
民
用
雑
器
だ
け
を
作

っ
て
い
た
。
だ
が
、

雑
器
生
産
を
陶
業
と
見
る
視
線
を
持
た
な
い
観
察
者
に
と

っ
て
は
、
そ
れ
は
無

き
に
等
し
か

っ
た
。
彼
ら
に
は
、
張
献
功
の
渡
来
以
後
、
献
上
品
や
茶
器
の
よ

う
な
、
貴
族
階
級
の
使
用
す
る
陶
器
を
焼
造
し
始
め
た
時
こ
そ
が
琉
球
陶
業
の

始
ま
り
と
見
え
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い

[柳
、
H㊤
艀N
σ
』
α
]
。
山
里
は
、

庶
民
用
雑
器
を
も
焼
物
と
し
て
捉
え
る
眼
に
よ

っ
て
、
歴
史
を
そ
の
多
様
性
の

相
の
も
と
に
解
釈
し
直
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
山
里
の
観
点
は
、
先
述
し
た

「現
在
の
壷
屋
と
そ
の
仕
事
」

の
柳
と
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る
。

い
や
む
し
ろ
、
山
里
の
議
論
の
方
が
歴
史
に

対
し
て
緻
密
に
言
及
し
て
お
り
、
よ
り
説
得
的
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
実
際
、

「琉
球
の
陶
業
史
」
の
最
終
節

「琉
球
の
古
代
文
化
」
は
、
慶
長
十
四
年

(
一

六
〇
九
年
)
の
島
津
の
琉
球
侵
入
以
前
、
琉
球
の
大
交
易
時
代
の
固
有
文
化
に

対
す
る
賛
歌
と
し
て
鮮
や
か
な
印
象
を
与
え
て
く
れ
る

[柳
、
H㊤
合
ぴ
"
①
O
]
。

十
五
六
世
紀
の
頃
、
琉
球
は
南
蛮

・
中
国

・
朝
鮮

・
日
本
と
の
仲
介
貿
易
の

担
い
手
と
し
て
活
躍
し
て
お
り
、
「
黒
人
が
平
気
で
市
中
を
濶
歩
し
て
ゐ
た
程
、

当
時
の
那
覇
は
国
際
都
市
で
あ

っ
た
」
[柳
、
一㊤
膳
b。げ
"
①
昌
。
こ
の
こ
と
か
ら

も
、
「慶
長
以
前
か
ら
室
町
初
期
に
遡

っ
て
の
琉
球
人
の
生
活
と
い
う
も
の
は
、

か
な
り
高
度
の
文
化
を
も

っ
て
ゐ
た
事
が
解
か
る
。
さ
う
い
ふ
文
化
を
も

っ
た

国
民
が
独
自
の
窯
業
を
持
た
な
い
筈
は
な
い
」
[柳
、
一
潔
b。び
"
①
⑩
]
。
た
し
か

に
貴
族
た
ち
が
用
い
る
磁
器
は
ほ
と
ん
ど
中
国
か
ら
輸
入
さ
れ
た
青
磁
だ

っ
た

の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し

一
般
庶
民
の
日
用
食
器
は
、
高
価
な
青
磁
よ
り
む

し
ろ

「
国
産

の
陶
器
」
だ

っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当

で
は
な

い
か

[
柳
、

H
㊤
虧
bΩ
σ
"
①
刈
凵
。

こ
の
よ
う
な
見
方
も
ま
た
、
従
来
の
定
説
、
た
と
え
ば
先
に
挙
げ
た

『陶
器

講
座
』
所
収
の
比
嘉
朝
健
の
主
張
と
対
照
的
で
あ
る

[比
嘉
、
一㊤
ω
S
出

。
『陶

器
講
座
』
で
は
、
そ
の
視
線
が
、
中
国
や
九
州
諸
窯
産
品
の
琉
球
へ
の
舶
載
と

い
う
流
れ
に
の
み
向
か
い
が
ち
で
あ
る
た
め
に
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
「
琉
球
に

あ
る
我
国
の
陶
器
で
は
、
尤
も
所
謂
古
薩
摩
様
の
凡
器
が
多
い
の
で
あ
る
が
、

中
に
は
古
瀬
戸
あ
た
り
ら
し
い
陶
器
も
あ
り
、
又
古
九
谷
等
も
あ

っ
て
、
当
時

薩
摩
商
人
が
此
等
を
琉
球
に
舶
載
し
て
商
売
し
た
も
の
で
あ

っ
た
事
を
証
明
し

て
居
る
の
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
、
い
つ
れ
に
し
て
も
其
等
は
多
く
平
凡
な
る
下

手
物
的
陶
器
で
、
名
器
等
の
発
見
さ
れ
た
事
は
、
筆
者
未
だ

一
度
だ

っ
て
聞
い

た
こ
と
は
無
い
の
で
あ
る
」
[
比
嘉
、
一㊤
。。
S
㎝
]
と
い
う
結
論
に
な

っ
て
し
ま

う
。

『陶
器
講
座
』
の
編
者
で
あ
る
奥
田
誠

一
た
ち
が
、
「
鑑
賞
陶
器
」
の
主
張

を
引

っ
提
げ
、

一
九

二
〇
年
代
以
来
、
民
芸
運
動
と
の
間
で
陶
磁
の
美
を
め
ぐ

る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
闘
争
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
を
思
え
ば
、
山
里
の
主
張
は
民

芸
的
ま
な
ざ
し
の
精
華
と
し
て
の
輝
き
を
さ
ら
に
増
す
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が

ら
、
こ
の
よ
う
な
文
章
の
中
に
、
影
を
さ
す

一
文
が
あ
る
こ
と
を
見
逃
す
わ
け

に
は
い
か
な
い
。
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琉
球
は
決
し
て
辺
境
の
島

々
で
は
な
い
。
む
し
ろ
南
海
に
面
す
る
諸
文
化
圏

を
結
び
つ
け
る
戦
略
的
拠
点
な
の
だ
。
そ
の
こ
と
は
、
山
里
に
よ
れ
ば
、
重
大

な
時
局
的
意
味
を
持

つ
。
「
十
方

刹
に
充
満
す
る
異
産
至
宝
を
消
化
せ
ん
と
す

る
当
時
の
琉
球
人
は
船
楫
を
萬
里

の
波
涛
に
浮
べ
て
日
本
々
土
か
ら
支
那
、
朝

鮮
は
勿
論
、
遠
く
安
南

・
邏
羅

・
ス
マ
ト
ラ

・
マ
ラ
ッ
カ

・
爪
哇

・
タ
ェ
イ
に

及
び
、
即
ち
近
頃
称
さ
れ
て
ゐ
る
東
亜
共
栄
圏
の
貿
易
権
を
掌
握
す
る
概
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
」
と

[柳
、
H潔

b。び
…
①
b。
凵
。
山
里
の
琉
球
賛
歌
は
こ
の
よ
う
に

し
て
容
易
に
危
険
水
域
に
入

っ
て
し
ま
う
。
柳
の
良
き
〈
読
者
〉
と
し
て
の
山

里
は
、
当
面
す
る
時
局
的
課
題
と
の
か
か
わ
り
で
民
芸
を
読
も
う
と
す
る
。
こ

の
時
期
、
柳
の
関
わ

っ
た
多
く
の
書
物
に
、
同
様
の

「読
者
」
論
的
亀
裂
が
走

っ
て
い
た
。
山
里
は
そ
の

一
例
に
す
ぎ
な
い
。

戦
後
、
民
芸
は
大
い
に
隆
盛
す
る
。
熊
倉
功
夫
は
そ
の
た
だ
な
か
に
、
自
ら

の
思
想
を
越
え
て
成
長
し
て
い
く
運
動
を
前
に
し
た

「柳
宗
悦
の
孤
独
」
を
見

出
す

[熊
倉
、
H
㊤刈
Q。
"
犀
ω
]
。
あ
る
意
味
で
は
、
そ
の
孤
独
は
既
に
戦
争
中
か

(2
)

ら
始
ま

っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
の
話
か
ら
も
分
か
る
よ
う

に
、
民
芸
の
主
張
は
つ
ね
に
、
体
制
に
取
り

込
ま
れ
る
危
険
と
隣
り
合
せ
で
あ
り
続
け
た
。

一
九
三
九
年

(昭
和
十
四
年
)

の

「価
格
統
制
令
」
と
、
民
芸
の
主
要
テ
ー
ゼ

「
貧
し
さ
の
美
」
と
の
間
に
成

り
立
ち
え
た
危
う
い
結
び

つ
き
を
考
え
て
み
る
だ
け
で
も
、
そ
れ
は
明
ら
か
だ

ろ
う
。
こ
の
点
で
民
芸
批
判
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
し
か
し
な

が
ら
、
柳
が
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
で

「
新
体
制
」
と
距
離
を
保
ち
え
た
と
い
う

点
に
、
筆
者
の
関
心
は
あ
る
。
山
里
と
柳
を
分
け
る
も
の
は

一
体
何
な
の
か
。

巨

6

「
薩
摩
系
」
か

「
大
和
系
」
か

1

琉
球
と
並
ぶ
も
の
ー

柳
の
文
章
の
特
徴
は
、
常
に
現
在
と
近
過
去
に
眼
が
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い

う
点
に
あ
る
。
そ
れ
は
普
通
、
歴
史
意
識
の
欠
如
と
し
て
、
マ
イ
ナ
ス
に
見
ら

れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
『
琉
球
の
陶
器
』
に
関
す
る
限
り
で
見
れ
ば
、
歴
史

へ
の
周
到
な
言
及
を
怠
ら
な
い
山
里
が
危
う
い
ロ
ジ
ッ
ク
を
展
開
し
て
し
ま
う

の
に
対
し
て
、
柳
は
う
ま
く
危
険
箇
所
を
回
避
し
て
い
る
。
歴
史

へ
の
緻
密
な

配
慮
は

一
般
的
に
は
狂
信
か
ら
距
離
を
取
る
た
め
の
有
効
な
手
段
な
の
だ
が
、

こ
の
場
合
に
限

っ
て
い
え
ば
、必
ず
し
も
安
全
な
道
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

「
将
来
歴
史
を
勉
強
す
る
人
々
に
い
い
指
南
と
な
る
」
山
里
の
文
章
と
、
「
現

在
の
壺
屋
の
仕
事
を
あ
り
の
ま
x
に
記
す
」
[柳
、
H潔
b。
び
…b。
ω
ω
凵
こ
と
を
主

眼
と
し
た
柳
の

「現
在
の
壷
屋
と
そ
の
仕
事
」
と
の
間
に
ど
の
よ
う
な
違
い
が

あ

っ
た
の
か
。

も
ち
ろ
ん
、
い
く
ら
現
在
に
視
座
を
置
く
と
い
う
柳
と
い
え
ど
も
、
山
里
と

同
様
、
壷
屋
が
い
く

つ
か
の
源
泉
か
ら
で
き
上
が

っ
た
と
い
う
歴
史
に
言
及
は

し
て
い
る
。
先
述
し
た
通
り
、
そ
れ
は

「支
那
系
」

・
「朝
鮮
系
」

・
「大
和

系
」
の
三
つ
で
あ
る
。
山
里
の
方
が

「南
方
系
」

・
「朝
鮮
系
」

・
「
支
那
系
」

.
「
薩
摩
系
」
の
四
つ
だ

っ
た
の
と
比
較
す
る
と
、
む
し
ろ
雑
な
印
象
を
受
け

る
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
注
目
す
べ
き
は
、
柳
が
、
薩
摩
な
ど
九
州
諸
窯
か
ら
の
影
響
を
、
「
薩

摩
系
」
で
は
な
く

「大
和
系
」
と
呼
ん
で
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
問
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接
的
と
は
い
え
、
琉
球
が

「
大
和
」
の

一
部
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
山
里
が

「薩
摩
系
」
と
言
う
場
合
、
そ
れ
は
暗
黙
の
う
ち
に
、

琉
球
が
、
日
本
と
い
う
名
の
よ
り
包
括
的
な
全
体
の
下
位
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る

と
い
う
理
解
を
示
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
柳
の
眼
が
、
「
大
和
」

と
琉
球
を
横
並
び
に
捉
え
、
両
者
間
の
影
響
関
係
に
注
目
す
る
の
に
対
し
、
山

里
の
眼
は
、
「薩
摩
」
と
琉
球
と
を
横
並
び
に
置
い
て
、
そ
の
上
位
に
日
本
と

い
う
全
体
を
想
定
し
て
い
る
の
だ
と
。

も
ち
ろ
ん
既
に
見
た
よ
う
に
、
柳
も
、
琉
球
を

「
日
本
系
の
文
化
」
と
し
て

位
置
付
け
る
発
言
を
残
し
て
い
る
。
し
か
し
、
影
響
関
係
の
名
付
け
方
と
い
う

些
細
な
違
い
に
、
「
日
本
」
と

「
大
和
」
の
間
に
横
た
わ
る
深
淵
に
向
き
合
お

う
と
す
る
柳
の
感
受
性
の

一
端
を
読
み
取
る
の
は
、
必
ず
し
も
不
可
能
で
は
な

い
と
思
う
。

7

「
心
霊
の
世
界
の
実
在
」

1

ま
ざ
ま
ざ
と
感
じ
る

「
背
後
の
も
の
」
1

柳
独
特
の
感
受
性
に
つ
い
て
・は

、
現
在
に
至
る
ま
で
繰
り
返
し
賞
賛
が
与
え

ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
そ
の
美
的
感
受
性
が
、
出
来
上
が

っ
た
品
物
自
体
に

留
ま
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
背
後

に
あ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
無
名
の
工
人
た
ち

の
生
活
の
中
へ
と
向
か
い
、
そ
こ
に
こ
そ
美
の
根
源
を
見
出
し
て
い
た
と
さ
れ

る
か
ら
だ
。
た
し
か
に

「現
在
の
壷
屋
と
そ
の
仕
事
」
に
お
い
て
も
彼
は
、
壷

屋
が
現
存
す
る
日
本
民
窯
の
中

で
最
も
優
れ
た
も
の
の
.一
つ
で
あ
り
う
る
の

は
、
た
だ
単
に
材
料
が
い
い
と
か
手
法
が
独
特
だ
と
か
い
う
理
由
だ
け
で
は
な

く
、
「
そ
の
暮
ら
し
ぶ
り
」
に
こ
そ
真
の
原
因
が
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
も

ち
ろ
ん
そ
の
意
味
は
、
経
済
的
に
豊
か
だ
と
か
、
教
育
が
発
達
し
て
い
る
と
か

い
う
こ
と
で
は
な
く
、
暮
し
方
が
自
然
で
、
人
為
的
に
歪
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
が

少
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
「信
仰
が
純

一
」
で

あ
る
点
を
重
要
な
要
素
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
。

だ
が
こ
の
場
合

「
信
仰
が
純

一
」
と
は
、
何
を
意
味
す
る
の
か
。
柳
は
こ
の

こ
と
を
、
「或
見
え
な
い
霊
の
世
界
に
対
す
る
感
じ
が
、
ま
ざ
ま
ざ
と
動
き
」
、

暮
ら
し
を
支
配
し
て
い
る
状
況
と
し
て
説
明
し
て

い
る

[
柳

、
H
⑩
蔭
b。
σ
"

b。
H
O
]
。
同
じ
こ
と
は

「
土
俗
的
な
信
仰
が
濃
く
残
る
東
北
地
方
」
の
工
芸
に

つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
と
い
う
。

ほ
ぼ
同
時
期
の

一
九
四

一
年

(昭
和
十
六
年
)
に
書
か
れ
た
柳
の
著
書

『
工

藝
』

の
中
で
も
、
信
仰
が
美
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
の
は

「
そ
れ
が
心
霊
の
世

界
の
実
在
を
ま
ざ
ま
ざ
と
感
じ
さ
せ
る
」
[柳
、
H
㊤恥
H
"c。①
-c。
刈
]
か
ら
だ
と
し

て
い
る
。
信
仰
は
人
間
を
幻
像
の
世
界

へ
と
奥
深
く
誘
う
。
そ
し
て
厳
そ
か
な

も
の
、
清
浄
な
る
も
の
、
怖
ろ
し
い
も
の
が
人

々
の
眼
前
に
漂

っ
て
く
る
。
こ

の
よ
う
な
切
実
な
生
活
は
人

々
の
心
を
眠
ら
せ
て
は
お
か
な
い
の
だ
。

だ
が
こ
の
神
秘
は
、
決
し
て
洗
練
さ
れ
た

「高
い
宗
教
心
」
に
限
ら
れ
る
の

で
は
な
い
。
「
土
俗
的
な
信
心
」
の
場
合
も
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は

「未

開
人
と
蔑
ま
れ
る
人

々
の
作
物
が
、
如
何
に
し
ば
し
ば
想
像
に
充
ち
た
こ
わ
い

?
∀

程
の
美
を
現
は
し
て
ゐ
る
か
」
を
見
れ
ば
分
か
る
だ
ろ
う
。

心
霊
主
義

・
神
秘
主
義

へ
の
傾
斜
は
、
大
学
時
代
以
来
ず

っ
と
柳
を
捉
え
続

け
た
性
向
だ

っ
た
。
だ
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
彼
が
民
衆
的
作
品
の

「背
後
」
に
素
朴
な
信
仰
と
生
活
を
見
出
し
た
こ
と
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
見

44



出
さ
れ
た

「背
後
の
も
の
」
が
、

一
つ
の
日
本
へ
と
収
斂
し
て
い
く

コ
咼
い
宗

教
心
」
で
は
な
く
、
「
土
俗
的
」

で
分
散
的
な

「
心
霊
の
世
界
の
実
在
」
だ

っ

た
と
い
う
点
で
あ
る
。

神
秘
主
義
的
幻
視
は
、
柳
の
民
芸
理
論
に
と

っ
て
ひ
と

つ
の
方
法
だ

っ
た
の

で
は
な
い
か
。
こ
の
幻
視
と
い
う
方
法
に
よ

っ
て
彼
は
、
歴
史

へ
の
敏
感
さ
と

は
質
的
に
異
な

っ
た
社
会
観
を
得

よ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
に
、
時
代
状
況
に
対
す
る
柳

の
批
判
力
の
源
泉
を
見
い
だ
せ
な
い
だ
ろ
う

か
。柳

自
身
は
、
心
霊
主
義
に
熱
狂
し
た

一
時
期
の
後
、
そ
の
よ
う
な
性
向
を
前

面
に
出
す
の
を
や
め
て
し
ま

っ
た
。彼
の
眼
が
陶
磁
の
美
へ
と
向
か

っ
て
ゆ
き
、

民
芸
理
論
が
形
作
ら
れ
て
い

っ
た
時
、
初
期
の
神
秘
主
義
は
跡
形
も
な
く
消
え

た
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
は
、
神
秘
主
義
を
伴

っ
た

「白
樺
派
」
の
自
我
中
心

主
義
か
ら

「無
名
の
工
人
」
概
念
を
駆
使
す
る
民
衆
主
義

へ
の
転
換
と
し
て
解

釈
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
た
と

え
表
に
現
れ
て
は
い
な
く
と
も
、
そ
の
方
法

上
の
水
脈
は
絶
え
て
い
な
か

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
実
感
さ
せ

て
く
れ
る
の
は
、
生
粋
の
理
論
家

で
あ
る
柳
よ
り
も
む
し
ろ
、
神
秘
主
義
的
資

質
を
つ
よ
く
持

っ
た
盟
友

・
実
作
者
の
河
井
寛
次
郎
の
文
章
の
方
で
あ
ろ
う
。

『
民
藝
叢
書
』
の

一
冊
と
し
て
、
同
じ

一
九
四
二
年

(昭
和
十
七
年
)
に
刊

行
さ
れ
た

『現
在
の
日
本
民
窯
』

の
中
で
河
井
は

「
近
江
の
信
楽
」
を
紹
介
す

る

一
編
を
書
き
記
し
て
い
る
。
「
信
楽

の
呼
名
は
古
い
」
と
い
う

一
文
で
は
じ

ま
る
そ
の
文
章
は
、
至
る
所
に
太
古

へ
の
幻
視
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
「尾

て
い
骨
の
様
な
、
其
れ
よ
り
更
に
は

つ
き
り
し
た
原
始
人
の
尻
尾
の
様
な
仕
事

の
原
形
が
、
此
処
の
工
作
の
中
に
は
見
付
か
る
」
[柳
、
ド
漣
b。
9
二
胡

凵。
我

々

の
身
体
が
古
く
か
ら
の
遺
物
を
保
持
し
て
い
る
の
と
同
様
に
、
現
在
の
信
楽
も
、

太
古
以
来
の
歴
史
の
記
録
と
し
て
見
な
し
て
よ
い
と
彼
は
言
う
。

現
在
の
信
楽

の
背
後
に
太
古
か
ら
の
連
続
性
を
幻
視
す
る
河
井
の
想
像
力
は

さ
ら
に
、
現
に
目
の
前
に
し
て
い
る
陶
郷
の
平
凡
な
姿
の
う
ち
に

「
全
く
不
思

議
な
も
の
」
を
見
出
し
て
し
ま
う

[柳
、
H
⑩
お
輿
嵩
㊤
]
。
丘
に
沿

っ
て
、
そ

れ
ぞ
れ
独
立
し
た
陶
家
が
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
仕
事
場
を
伴

っ
て
相
並
ん
で
い

る
の
が
、
信
楽
郷
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
の
陶
家
は
揃
い
も
揃

っ
て
よ

く
も
こ
ん
な
に
似
た
も
の
が
作
れ
る
か
と
驚
く
ほ
ど
、
そ

っ
く
り
の
製
品
を
作

っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
他
の
陶
家
を
模
倣
す
る
こ
と
は
あ
る
だ
ろ
う
し
、
防
げ

も
し
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、

一
軒
の
家
で

一
つ
の
様
式
を
始
め
る
と
た
ち
ま
ち

信
楽
郷
全
体
が
同
じ
様
式
を
始
め
る
さ
ま
は

「
不
思
議
を
通
り
越
し
て
壮
観
で

あ
る
」
[柳
、
μ㊤
蔭b。親
H
刈◎。
凵
。

な
ぜ
こ
ん
な
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
の
か
。
命
令
を
下
す
人
が
内
部
に
い
る

わ
け
で
も
な
い
し
、
問
屋
が
命
じ
る
わ
け
で
も
な
い
。
大
体
、
問
屋
は
何
軒
も

あ
る
。
ま
た
、
何
ら
か
の
協
定
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。
各
々
ば
ら
ば
ら
の
は

ず
の
個
が
な
ぜ

一
つ
の
秩
序

へ
と
向
か

っ
て
し
ま
う
の
か

河
井
が
平
凡
な

日
常
の
な
か
に
見
出
し
た
驚
異
と
は
こ
れ
だ

っ
た
。

こ
の
謎
を
前
に
し
て
河
井
は
突
如
そ
の
発
想
法
を
転
換
し
て
し
ま
う
。
「
之

は
各

々
の
独
立
し
た
陶
家
を
基
に
し
て
考

へ
た
の
で
は
解
ら
な
い
。
少
く
と
も

こ
ん
な
仕
事
が
何
等
の
約
束
も
な
く
成
り
立
つ
て
行
く
事
は
解
ら
な
い
」
[柳
、

H
⑩卜
bの⇔
"
嵩
㊤
]
と
。

「

そ
れ
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
な
前
提
か
ら
出
発
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
河
井
に
よ

れ
ば
、
「
此

一
郷
の
陶
器
が
実
は

一
人
の
人

の
仕
事
で
あ

つ
た
と
仮
想
す
る
」
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[
柳
、
H㊤
齢
b。9
…
H
刈
㊤
]
こ
と
に
よ

っ
て
、
全
て
は
氷
解
す
る
と
い
う
。
信
楽

の

郷
で
作
ら
れ
る
品
が
す
べ
て
、

一
人
の
人
の
創
り
出
し
た
物
な
ら
ば
、
そ
れ
ら

が
互
い
に
似
通

っ
て
い
る
こ
と
に
何
の
不
思
議
も
な
い
。
こ
の

「
一
人
の
人
」

を
河
井
は

「
信
楽
太
郎
」
と
呼
ぶ
。
「
信
楽
太
郎
」
は
、
個
人
に
し
て
か

つ
集

団

で
あ
る
よ
う
な
存
在

、
す
な
わ
ち

「
個
人
的
な
集
団
」
な

の
だ

[
柳
、

H
㊤
お
§。
"
嵩
◎。
]
。

こ
の
荒
唐
無
稽
な
発
想
法
を
前
に
し
て
我

々
は
、
「な
ぜ
河
井
は

『
信
楽
太

郎
』
が
個
人
で
あ
る
こ
と
に
こ
だ
わ
る
の
だ
ろ
う
。
何
も
個
人
だ
と
言
い
張
ら

な
く
て
も
、
『信
楽
太
郎
』
と
は
信
楽
焼
の
全
体
性
の
こ
と
だ
と
言
え
ば
済
む

で
は
な
い
か
」
と
疑
問
を
い
だ

く
。
し
か
し
河
井
に
と

っ
て
、
「信
楽
太
郎
」

は
断
固
と
し
て

コ

人
の
人
」
だ

っ
た
。
そ
の
根
拠
と
し
て
彼
が
挙
げ
る
の
は
、

「
人
に
く
せ
の
あ
る
如
く
信
楽

太
郎

に
も
亦
癖
が
あ
る
」
[
柳
、

H
⑩
虧
b。
鋭

H
刈㊤
]
と
い
う

く
事
実
V
で
あ
る
。

信
楽
焼
が
他
の
ど
の
焼
物
と
も
違
う

「く
せ
」
を
持

つ
こ
と
ー

河
井
に
と

っ
て
そ
れ
は
、
他
の
何
も
の
か
に
は
還
元
出
来
な
い
紛
れ
な
き
個
性
と
し
て
受

け
と
め
ら
れ
た
。
だ
か
ら

「信
楽
太
郎
」
は
決
し
て

「
日
本
太
郎
」
や

「
大
和

太
郎
」
の
下
位
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
は
な
い
。
河
井
が
見
出
し
た
神
秘
的
秩
序
は
、

日
本
と
い
う
神
秘
的
全
体
性

へ
と

回
収
さ
れ
る
よ
り
も
前
に
、
「
信
楽
太
郎
」

と
い
う
幻
像
の
ま
ざ
ま
ざ
と
し
た
個
性
に
よ

っ
て
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「白
樺
派
」
の
自
我
主
義
は
棄
て
ら
れ
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

「信
楽
太
郎
」
と
い
う
〈
個
人
〉

の
個
性
と
し
て
、
民
芸
の
な
か
に
復
活
し
た

の
で
あ
る
。
柳
が

「
琉
球
は
決
し
て
模
倣
の
国
で
は
な
い
」
と
言
う
時
、
そ
こ

に
は
同
じ
幻
視
ぶ
働

い
て
い
た
と
考
え
た
い
。
柳
た
ち
の
軌
跡
は
た
し
か
に
広

い
意
味
で
の

「
日
本
回
帰
」
と
言
え
よ
う
が
、
先
行
研
究
が
明
ら
か
に
し
た
よ

う
な
時
代
に
対
す
る
そ
の
意
外
な
ほ
ど
の
批
判
力
は
、
こ
の
あ
た
り
の
方
法
的

工
夫
に
そ
の
源
を
発
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
柳
の
眼
は
、

一
般
に
そ
う
思
わ
れ
て
い
る
の
よ
り
も

ず

っ
と
〈
奇
妙
〉
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
彼
の
連
想
は
あ
ま
り
に
飛
躍
し
す
ぎ

る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
幻
視
の
補
助
線
を
引
く
こ
と
に
よ

っ
て
、

文
章
の
表
に
は
あ
ら
わ
れ
な
い
、
可
能
性
と
し
て
の
社
会
観
が
見
え
て
く
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

8

琉
球

・
朝
鮮

・
コ
ル
シ
カ

ー

〈
半
島
V
へ
の
飛
躍
I
I

た
と
え
ば
、
「
現
在
の
壷
屋
と
そ
の
仕
事
」
に
お
い
て
、
彼
の
や
き
も
の
に

対
す
る
賛
辞
は
自
ず
と
、
人

々
の
暮
し
ぶ
り
の
賛
歌

へ
と
つ
な
が

っ
て
ゆ
く
の

だ
が
、
そ
の
ほ
め
方
は
こ
う
で
あ
る
。
「
壷
屋
は
又
窯
場
と
し
て
も
忘
れ
難
い

印
象
を
与

へ
て
く
れ
る
。
大
体
村
の
有
様
が
全
体
と
し
て
古
格
が
あ

っ
て
、
始

め

て
行
く
と
ま
る
で
朝
鮮
に
で
も
行

っ
た
感
じ
が
す
る
」
[
柳
、

一
㊤
心
b。
ぴ
…

N
嵩
凵
と
。
朝
鮮
と
の
類
似
性
に
よ

っ
て
ほ
め
る
と
い
う
や
り
方
は
、
こ
の
箇

所
だ
け
の
思
い
つ
き
で
は
な
い
。
三
年
前
の

「琉
球
の
富
」
に
も
、
「窯
場
と

し
て
も
、
村
全
体
が
美
し
い

一
風
景
を
な
し
て
ゐ
る
点
で
、
他
で
は
見
ら
れ
な

い
所
で
す
。
こ
Σ
で
も
古

い
土
塀
が
連
な
り
、
其
の
間
を
道
が
縫
ふ
如
く
進
み

ま
す
。
宛
ら
朝
鮮
の
村
々
を
歩
く
想
ひ
で
す
」
[式
場
、
ド㊤
醸

…
り
昌

と

い
う

表
現
が
あ

っ
た
。
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他
の
多
く
の
民
芸
の
本
同
様
、
『琉
球
の
陶
器
』
の
巻
頭
に
も
何
枚
か
の
美

し
い
写
真

・
挿
絵
が
か
か
げ
ら
れ
、
巻
末
に
は
、
柳
の
手
に
な
る

「挿
絵
小
註
」

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
写
真
の
大
部
分
は
壷
屋
の
産
品
の
大
写
し
で
あ
る
。
が
、

最
後
を
飾
る
の
は
、
窯
場
風
景
を
写
し
た
二
枚
の
写
真
だ
。
そ
の

一
枚
に
寄
せ

ら
れ
た
小
註
で
も
、
同
様
の
賛
辞
が
呈
さ
れ
て
い
る
。
「
日
本
に
数
多
く
窯
場

が
あ

っ
て
も
、
此
の
壷
屋
程
美
し

い
部
落
は
な
い
。
ど
の
家
も
古
い
石
垣
に
囲

哀
れ
て
、
あ
の
赤
瓦
の
立
派
な
屋
根
の
下
で
、
静
に
仕
事
を
し
て
ゐ
る
。
細
い

道
が
迷
園
の
や
う
に
入
り
組
ん
で
ゐ
る
。
知
ら
ず
に
ゐ
た
ら
朝
鮮
の
窯
場
に
ゐ

る
と
よ
り
想

へ
な
い
」
[柳
、
H⑩
ら
b。げ
』
悼
c。
凵
と
。

こ
の
よ
う
に
、
朝
鮮
へ
の
連
想

の
鍵
の
ひ
と
つ
は
赤
瓦
に
あ
る
。
柳
は
そ
の

形
が
朝
鮮
の
も
の
を
彷
彿
と
さ
せ
る
、
琉
球
建
築
の
美
は
こ
の
優
れ
た
造
形
に

負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
記
し
て
い
る

[柳
、
一潔
b。げ
旨
㊤
α
]
。

福
田
珠
己
は

「赤
瓦
は
何
を
語

る
か

沖
縄
県
八
重
山
諸
島
竹
富
島
に
お

け
る
町
並
み
保
存
運
動

」
と

い
う
論
文
の
な
か
で
、
赤
瓦
の
美
的
イ
メ
ー

ジ
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
そ
れ

に
よ
れ
ば
、
現
在
赤
瓦
は
、
「民
芸
の
島
」

竹
富
島
の
伝
統
に
と

っ
て
不
可
欠

の
要
素
と
な

っ
て
い
る
が
、
歴
史
的
に
見
れ

ば
、
実
際
に
島
内
に
普
及
し
始
め
た
の
は
大
正
期
以
降
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
。

そ
れ
は
い
わ
ば
、
「
島
の
近
代
社
会

へ
の
移
行
と
富
の
象
徴
」
だ

っ
た

[福
田
、

H
⑩
㊤
①
…
『。。
b。
]
。
赤
瓦
が
本
格
的
に
増
加
し
て
ゆ
く
の
は
、
更
に
後
に
な

っ
て
、

伝
統
的
な
町
並
み
保
存
運
動
が
さ
か
ん
に
な

っ
て
か
ら
な
の
で
あ
る
。だ
か
ら
、

赤
瓦
屋
が
大
部
分
を
占
め
る
〈
伝
統
的
〉
町
並
み
と
は

「過
去
に

一
度
も
存
在

し
な
か

っ
た
」
も
の
で
あ
り
、
運
動
が
目
指
し
て
い
る
の
は
、
良
く
も
悪
く
も
、

「
過
去
の
再
現
で
は
な
く
、
富
の
象
徴
と
し
て
の
瓦
屋
が
並
ぶ
幻
の
姿
」
な
の

で
あ
る

[福
田
、
HO
O
9
刈
ω出

。

良
く
も
悪
く
も
、
と
言
う
わ
け
は
、
こ
の
幻
像
に
し
た
が
え
ば
、
島
の
景
観

は

「そ
れ
自
体
小
宇
宙
の
よ
う
に
ま
と
ま
り
の
あ
る
も
の
と
し
て
強
調
さ
れ
、

外
と
の
関
係
は
枠
外
に
置
か
れ
て
し
ま
う
」
[福
田
、
H
O
O
9
刈Q。凸

か
ら
だ
。

壷
屋
と
竹
富
島
で
は
当
然
歴
史
的
事
情
が
違
う
だ
ろ
う
が
、
柳
が
赤
瓦
に
見

出
し
た
の
も
、

一
つ
の
幻
像
だ

っ
た
。
だ
が
そ
れ
は
朝
鮮
と
い
う
外
部
の
幻
だ

っ
た
の
で
あ
り
、
小
宇
宙
の
よ
う
な
ま
と
ま
り
を
許
さ
な
い
た
ぐ
い
の
幻
だ

っ

た
。
同
じ
こ
と
は
、
も
う

一
枚
の
写
真
に
つ
い
て
も
言
え
る
。

そ
の
写
真
は
、
二
人
の
女
性
が
頭
に
焼
物
を
載
せ
て
歩
く
姿
を
と
ら
え
て
い

る
。
柳
は
そ
の
姿
を

「
コ
ル
シ
カ
、
シ
シ
リ
ー
あ
た
り
の
南
欧
の
風
物
を
見
る

趣
で
は
な
い
か
」
[柳
、
ドΦ
虧
b。
び
"卜。b。。。
]
と
讃
え
て
い
る
。
た
し
か
に
こ
れ
は

朝
鮮

へ
の
連
想
以
上
に
奇
妙
な
ほ
め
方
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
連
想
の
背
後

に
あ
る
柳
の
幻
視
を
敢
え
て
想
像
し
て
み
よ
う
。

柳
に
イ
ソ
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ソ
を
与
え
た
、
頭
の
上
に
物
を
載
せ
る
と
い
う
こ

と
ー

こ
の
風
習
に
つ
い
て
は
、
柳
田
国
男
も
言
及
し
て
い
る
。
櫻
井
進
は
そ

の
著
書

『
〈
半
島
〉
の
精
神
誌

熊
野

・
資
本
主
義

・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
ー

ー
』
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

柳
田
に
よ
れ
ば
、
頭
の
上
に
物
を
載
せ
て
い
た
人
た
ち
こ
そ
が
日
本
に
お
け

る
商
業
の
元
祖
で
あ
る

[櫻
井
、
H
⑩
Φ
9
α
。。
]
。
だ
か
ら
柳
田
が
こ
の
風
習
に

注
目
す
る
と
き
、
彼
の
ま
な
ざ
し
は
、
農
耕
中
心
的
な
あ
り
か
た
に
収
斂
し
な

い
海
洋
民
や
商
人
の
存
在
を
見
出
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
彼
は
、
こ
の
発
見
を
自
ら
抑
圧
し
、
日
本
人
の
同

一
性
を
稲
作
農
耕
民
族

で
あ
る
こ
と
に
よ

っ
て
基
礎
づ
け
る
方
向
を
選
ん
だ
。
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そ
れ
は
ま
た
、
日
本
人
の
自
己
同

一
性
を
、
〈
島
〉
と
い
う
閉
ざ
さ
れ
た
自

己
充
足
的
な
空
間
に
よ
っ
て
確
保
し
よ
う
と
試
み
る
こ
と
で
も
あ

っ
た
。
柳
田

が
『海
上
の
道
』
に
お
い
て
日
本
人

の
起
源
を
沖
縄
と
い
う
南
島
と
し
て
イ
メ
ー

ジ
し
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
ね
ら

い
が
あ

っ
て
の
こ
と
だ
。
し
か
し
彼
の
そ
う

い

っ
た
自
己
同

一
性

へ
の
希
求
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
沖
縄
は
、
閉
ざ
さ
れ
た
自

己
充
足
的
な
〈
島
〉
で
は
な
く
、
山
里
や
柳
の
文
章
に
あ

っ
た
よ
う
に
、
南
海

上
の
交
通
空
間
の
中
に
あ

っ
た

[櫻
井
、
Hり
㊤
9
①
昌
。
結
局
柳
田
は
、
こ
の

よ
う
な
〈
半
島
〉
性
を
抑
圧
し
、
「少
数
民
族
が
社
会
シ
ス
テ
ム
に
対
し
て
行

な
う
反
抗
の
可
能
性
と
彼
ら
の
差
異
を
消
去
し
、
同
質
的
な
日
本
人
の
自
己
同

一
性
の
な
か
に
回
収
し
よ
う
」
と
い
う
方
向

へ
と
向
か

っ
て
い
っ
た

[櫻
井
、

お
㊤
9
①
Q。
]
。

柳
田
が
選
ん
だ
姿
勢
は
、
沖
縄
語
に
対
す
る
彼
の
態
度
に
良
く
表
さ
れ
て
い

る
。
柳
田
は
そ
の
良
心
に
従

っ
て
多
元
文
化
主
義
に
立
ち
、
沖
縄
に
お
け
る
多

言
語
状
態
を
容
認
す
る
。
だ
が
、
沖
縄
語
が
国
語
闘
国
家
語
に
な
る
こ
と
に
対

し
て
は
、
き
わ
め
て
冷
淡
な
態
度
を
取
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
沖
縄

語
が
国
家
語
に
な
る
こ
と
は
す
な
わ
ち
、
沖
縄
が

「民
族
国
家
」
に
な
る
こ
と

で
あ
り
、
そ
れ
を
容
認
し
て
は
日
本
と
い
う
自
己
同

一
的
か
つ
均
質
な
空
間
を

生
成
で
き
な
く
な

っ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
こ
の
よ
う
な
同

一
性
の
危
機
を
回
避

す
る
た
め
に
は
、
沖
縄
と
い
う

「外
部
と
の
交
通
の
場
と
し
て
の
〈
半
島
〉
を
、

他
者
と
外
部
を
欠
い
た
、
孤
立
し
閉
ざ
さ
れ
た
自
己
充
足
的
な
空
間
と
し
て
の

く
島
V

へ
と
ず
ら
し
て
ゆ
く
こ
と
」
が
必
要
だ

っ
た

の
で
あ
る

[
櫻
井

、

H
Φ
㊤α
…①
P
刈
O
凵
。

こ
の
よ
う
な
柳
田
の
南
島
論

へ
の
対
抗
と
し
て
櫻
井
は
く
半
島
V
の
精
神
な

る
も
の
を
提
起
す
る
。
そ
の
際
に
援
用
さ
れ
る
の
が
、
フ
ェ
ル
ナ
ン

・
ブ
ロ
ー

デ
ル
の
描
く

「
地
中
海
」
イ
メ
ー
ジ
だ
。
「
地
中
海
、
そ
れ
は
海
と
陸
地
と
の

互
い
に
結
ば
れ
た
亠父
通
路
、
そ
れ
は
ま
た
都
市
の

さ
さ
や
か
な
都
市
、
中

位
の
都
市
、
そ
し
て
最
大
の
都
市
が
そ
れ
に
よ

っ
て
互
い
に
手
を
取
り
合

っ
て

い
る
交
通
路
で
あ
る
」
[櫻
井
、
H㊤
㊤
9
刈
b。
]
。
ブ
ロ
ー
デ
ル
に
と

っ
て
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
と
は
、
エ
ス
ノ
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
で
自
閉
的
な
空
間
で
は
な
く
、
「
自
己
同

一
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
文
化
の
な
か
に
も
う

一
つ
の
他
者
を
見
い
だ
し
う
る

よ
う
な
空
間
」
す
な
わ
ち
地
中
海
に
突
き
出
た
〈
半
島

〉
だ

っ
た

[櫻
井
、

お
㊤
9
お
]
。

地
中
海
と
い
う
活
発
な
交
易
圏
の
た
だ
な
か
に
浮
か
ぶ
島
々
、
支
配
者
の
度

重
な
る
交
代
を
し
た
た
か
に
く
ぐ
り
抜
け
て
き
た
島
々
コ
ル
シ
カ

・
シ
シ
リ
ー

と
、
南
海
の
仲
介
貿
易
の
担
い
手
た
る
琉
球
ー

両
者
は
頭
に
も
の
を
載
せ
る

人
々
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ

っ
て
結
び

つ
け
ら
れ
る
。
頭
に
も
の
を
載
せ
る
人
々
を

忘
れ
る
こ
と
で
柳
田
の
同

一
性

へ
の
欲
求
は
か
ろ
う
じ
て
満
た
さ
れ
た
。
だ
が

一
方
で
柳
は
、
柳
田
が
忘
れ
よ
う
と
し
た
も
の
に
眼
を
向
け
る
。

一
九
四
〇
年

(昭
和
十
五
年
)
「沖
縄
方
言
論
争
」
の
口
火
が
切
ら
れ
た
際
、

柳
は

「国
語
問
題
に
関
し
沖
縄
県
学
務
部
に
答
ふ
る
の
書
」
と
い
う
文
章
を
沖

縄
の
新
聞
誌
上
に
載
せ
た
。
そ
の
中
で
も
彼
の
連
想
は
、
地
中
海

へ
と
飛
躍
す

る
。
「
地
方
か
ら
生
れ
た
言
語
を
尊
ぶ
こ
と
な
く
し
て
、
ど
こ
に

一
国
の
如
実

な
表
現
を
見
出
し
得
よ
う
や
、
ダ

ン
テ
は
彼
の

「神
曲
」
を
伊
太
利
の
当
時
の

マ

マ

土
語
で
書
い
た
」
と

[柳
、
一
㊤
G。
け
嵩
。。
]
。

村
井
紀
に
よ
れ
ば
、
柳
田
の
南
島
論

へ
の
指
向
は
、
法
制
官
僚
と
し
て
の
自

ら
が

「
日
韓
併
合
」
に
関
与
し
た
こ
と
を

「隠
蔽
」
す
る
働
き
が
あ

っ
た
と
い
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う

[櫻
井
、
一
㊤
㊤
9
謬

凵
。
櫻
井
や
村
井
の
柳
田
批
判
の
是
非
は
こ
こ
で
は
問

う
ま
い
ゆ
し
か
し
少
な
く
と
も
、
柳
が
壷
屋
で

「ま
る
で
朝
鮮
に
で
も
行

っ
た

感
じ
」
[
柳
、
H
逡
卜。
σ
』
一
昌

を
抱
く
と
き
、
そ
の
飛
躍
し
が
ち
な
感
受
性
自

体
、
あ
る
種
の
批
判
力
た
り
え
て
は
い
な
か

っ
た
ろ
う
か
。
柳
の
幻
視
は
琉
球

の
窯
場
か
ら
、
朝
鮮
半
島
を
経
て
、
地
中
海
の
島
々
へ
と
飛
躍
し
て
ゆ
く
。

『琉
球
の
陶
器
』
が
出
版
さ
れ
た

一
九
四
二
年
十

一
月
、
そ
れ
ま
で
フ
ラ
ン

ス
領
だ

っ
た

コ
ル
シ
カ
は
ド
イ
ツ

・
イ
タ
リ
ア
軍
に
よ

っ
て
占
領
さ
れ
る
。
人

々
は
再
び
新
た
な
支
配
老
を
迎
え
入
れ
、
「
他
者
が
支
配
す
る
領
域
で
生
き
る

術
を
身
に
つ
け
た
狡
知
の
実
践
者
」
[太
田
、
一ゆ
㊤卜。
"
。。
㊤
凵
た
る
こ
と
を
余
儀

な
く
さ
れ
る
。
柳
が
こ
の
歴
史
を
同
時
代
人
と
し
て
ど
う
捉
え
て
い
た
か
、
つ

ま
び
ら
か
に
し
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
太
田
が
柳
批
判
を
通
じ
て
提
起
し
た

「狡
知
の
実
践
者
」
と
い
う
沖
縄
人
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
た
と
え
か
す
か
な
可
能

性
だ

っ
た
と
し
て
も
、
壷
屋
と

コ
ル
シ
カ
を
結
ぶ
線
上
に
あ

っ
た
の
だ
と
、
柳

の

一
読
者
と
し
て
読
ん
で
み
た
い
と
思
う
。

1注

 

(
2

)

『琉

球
の
陶

器
』

に
収
録
さ
れ
た
文
章
は

、
「
琉
球

の
富
」
と
同
じ
年
、

一
九

三
九
年

(昭
和
十

四
年
)
発
刊

の
雑
誌

『
工
藝
』
九
十
九
号
か
ら

の
再
録
と
、

本

刊
行

時

(
一
九

四

二
年

)

の
書

き
下

ろ
し

と
か

ら
な

っ
て

い
る

[
柳

、

H
課
卜。
げ
』
Q。
昌

。
「現

在
の
壷
屋
と
そ

の
仕
事
」

は

一
九
四

二
年
時
点

で
の
彼

の
沖
縄
観
を

示
し

て
い
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。

だ
が
、
渡
名
喜
が
批
判

し
た
よ
う
に
、
著
者

で
あ

る
柳

自
身

の
中

に
も

こ
の

亀

裂
は
走

っ
て

い
た

と
見
な
く

て
は
な

る
ま

い
。
た

と
え
ば

、
「
新
体
制
」

問
題

で
そ
う

で
あ

っ
た
よ
う

に
。

(3
)

『
琉
球

の
陶

器
』

に
収
め
ら
れ
た
文
章

の
な
か
で
は
、
河
井
寛
次
郎

の
書

い

た

「
壷
屋
と

上
焼
」

が
、

こ
の
傾
向
を
も

っ
と
も
強
く
感
じ
さ
せ

る
。
柳

は

「
編
輯
後
記
」

で
、
河
井

の
こ

の
文
章
を

「
技
術

家
と
し

て
見
た
琉
球
陶

器

の
観
察
」

[柳

、

H
鐔

b。
げ
凸
ω
H
]

と
し
て
位
置
づ

け
て

い
る
が

、
実
際

に
読

ん
で
み
る
と
、
そ

の
シ
ン
プ

ル
で

「
技
術
家
」
風
の
表
題
と
は
う
ら

は
ら
に
、

彼
が

「
心
霊

の
世
界

の
実
在
」
を
強
く
感
じ
と

っ
て
い
た

こ
と
が
分
か
る
。

文

章
は
ま
ず
、
壷
屋

の
窯

場
の
描
写
か
ら
始
ま

る
。
し
か
し
、
次
第

に
河

井

の
目
は

、
風
景
と
そ

の
中

で
展
開
さ
れ
る
生
活
に
向
け
ら
れ
て
ゆ

く
。
「
山

と
水

と
石
と
木

の
対
立
相
克

す
る
内
地

の
観
望

に
養
は
れ

て
来

た
目
に
は

、

是

は
全
く
驚
く

べ
き
眺
め

で
あ

る
」

[柳

、

一
〇
自

げ
…
。。
①
]
。
単

に
美

し

い
と

い
う

だ
け

で
は
な
く
、
「
こ
れ
が
此

の
世

で
見

て
居

る
物

か
と
さ

へ
想

は
れ

る
も

の
で
あ

っ
た
」

[
柳
、

ド
罐

卜。
び
"
り
H
]
。

こ
の
場
合

、

こ
の
表
現

は
た
と

え

で
は
な
く

、
文

字
通
り

の
意
味

な
の
だ
。
「
町
や
部
落

の
十
字
路
や

丁
字

路

に
は

必
ず

石
敢

当
を
彫

っ
た
石
が

塀
に
填
め
込
め
ら
れ
た
り

、
立
て
ら
れ

た
り
し

て
あ

る
。
是
は
夕
暮
れ
か
ら

出
る
と
言
は
れ
る
魔
物

へ
の
禁
符

だ
と

云
ふ

こ
と
だ

。
此

の
魔

物
は
眉
毛
が
切
れ

て
な
く
て

一
筋

で
、
赤

ら
毛

を
振

り
乱
し

て
居
る
と
言

ふ

こ
と
だ
」

[
柳
、

一
逡

b。
び
…
O
昌

。

だ
か
ら

「
何
処

の

家
で
も
屋
根

に
は
魔

除
け

の
獅
子
や
鬼
面
が
空

を
に
ら
ん

で
居

る
。
飾
り

で

な
く
て
恐
ろ
し

い
物

な
の
だ
」
[
柳
、

H
O
島

げ
"
O
卜。
凵
。
「
近
く

の
識
名

の
村

の

上
か

ら
は
遺

念
火

と
云

ふ
幽
火

が
夜
毎

に
首

里
と

の
間

に
通
ふ

と
云
は

れ

る
。
新
し

い
死
人
が
あ

る
と
家
族

の
女
は
毎

日
墓

へ
御
詣
り
し

て
は
泣

い
て

死
者
を
物
語

る
。
芝
草

の
丘

の
斜
面

に
石
と
漆
喰

で
築
か
れ
た

こ
の
不
思
議

な
永

遠
な
大

き
な
墓

の
中

に
、
人
は
死
ん

で
も
生
き
て
居
る
の
で
あ
る
」
[柳

、

一
逡
卜∂
ぴ
一
8

]
。

「
壷

屋

の
陶

器

は

こ
ん

な

中

か

ら

出
来

て
来

る

の
で

あ

る
」

[
柳

、

H
⑩
虧
b。
び
"
O
。。
凵
と
、
末
尾
近
く

で
河
井

は
結
論
付
け
、
「
人

は
物
の
最
後

の
効

果

に
だ
け
熱

心
に
な
り
勝
ち

で
あ

る
。
そ
し

て
物
か
ら
は
最

後
の
結
果
に
打

方法 としての幻視 ・柳宗悦 の沖縄49



た
れ
る

の
だ
と
錯
誤

し
勝

ち
で
あ
る
。
然
し
実

は
直

接
に
物
と
は
縁
遠

い
背

後

の
も

の
に

一
番
打
た

れ
て
居
る

の
だ
と

云
ふ
事

を
此
の
土
地
と
人
と
は

明

ら
か
に
示
し

て
く
れ

て
ゐ
る
」

[
柳
、

H
⑩
県
b。
げ
…
⑩
G。
]
と
文
章
を
締
め
く
く

っ

て
い
る
。
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             Image of Okinawan Culture : A Mingei's Viewpoint 

                         Hitoshi TAKENAKA 

         An encounter with Okinaka was a significant event for Yanagi Muneyoshi the leader of Mingei 

     (Japanese Folk Art) movement started in 1930's. Although his praise for Okinawan culture has been 

     highly estimated for its multicultural viewpoint, it is recently criticized. Critics claim that Yanagi 

     saw the culture as a mere static object, and that he didn't respect active subjectivity of Okinawan 

     people. I, however, think that his viewpoint is full of suggestions when we study the problem of in-

      tercultural communication. He never regarded Okinawa as a part of Yamato (ethnocentric oneness 

     of Japan). 

         What was the source of his critical power? I think that the power was not from his historical 

     point of view, but from his capacity of fantasy and association. He used this capacity to understand 

      the Okinawan cultural tradition. In his mind, Okinawa, Korea and Corsica were the same arenas of 

     cultural differences. This vision was a starting point of his critical social theory 
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