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柳
宗
悦
の
佛
教
美
学

猪
谷
聡

■ 
Satosh
こ
ミ
t
m
t

a+a 11 043 
第1車 近代工芸運動

■ 

二
0
一
三
年
一

0
月
、
柳
宗
悦
図
(
-
八
八
九
ー
一
九
六
一
）
の
未
公
閲
原
稿

(
H本
民
藝
館
所
蔵
）
全
文
が
雑
誌
『
民
藝
』
七
―
―

1
0号
に
掲

載
さ
れ
、
ま
た
そ
の
直
筆
原
稿
が
鈴
木
大
拙
館
（
石
川
県
金
沢
市
）
に
て
公
開
さ
れ
た
。
原
稿
に
は
標
題
が
な
く
、
正
確
な
執
筆
年
代
も
不

明
で
あ
る
が
、
「
原
稿
内
容
か
ら
判
断
し
て
一
九
五

0
年
代
は
じ
め
」
と
推
測
さ
れ
て
い
る

9
。
一
九
五

0
年
代
、
著
作
『
美
の
法
門
』

を
端
緒
と
し
て
、
民
藝
思
想
は
「
佛
教
美
学
」
へ
と
形
成
さ
れ
て
い
く
過
程
に
あ
っ
た
。
端
的
に
言
え
ば
、
柳
の
思
想
お
よ
び
民
藝
運

動
[
7
]

の
転
換
期
で
あ
っ
た
。

原
稿
文
中
に
は
お
お
よ
そ
の
時
期
を
特
定
で
き
る
語
[
2
が
見
ら
れ
、
そ
う
し
た
語
の
ひ
と
つ
に
「
国
際
エ
藝
家
会
議
」
が
あ
る
。

こ
こ
で
私
は
、
今
回
欧
米
を
旅
し
て
来
た
経
験
か
ら
ニ
―
―
一
の
こ
と
を
報
告
し
た
い
。
大
体
私
の
今
回
の
外
遊
は
国
際
エ
蔽
家
会
議
に

出
席
す
る
た
め
で
あ
っ
た
が
、
工
藤
の
諸
問
題
の
う
ち
最
も
根
本
を
な
す
美
の
問
題
を
取
扱
う
の
が
私
の
使
命
で
あ
っ
た
。
[
竺

一
九
五
二
年
七
月
イ
ギ
リ
ス
・
デ
ボ
ン
州
に
て
、
ダ
ー
テ
ィ
ン
ト
ン
国
際
工
芸
家
会
議
が
開
催
さ
れ
た
。
十

H
間
に
わ
た
っ
て
工
芸

の
将
来
に
つ
い
て
語
り
合
っ
た
会
議
に
は
、
陶
芸
・
染
織
の
実
作
者
を
は
じ
め
、
「
学
者
や
評
論
家
や
美
術
館
員
や
工
芸
関
係
の
実
業
家

や
指
導
員
」
円
、
ま
た
支
援
者
な
ど
二
十
力
国
近
く
の
人
々
が
約
百
五

0
名
集
っ
た
。
工
芸
運
動
史
上
に
お
い
て
も
画
期
的
な
出
来
事

で
あ
っ
た
が
、
会
議
の
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
バ
ー
ナ
ー
ド
・
リ
ー
チ
（
一
八
八
七
ー
一
九
七
九
）
に
請
わ
れ
、
日
本
か
ら
は
、

柳
お
よ
び
濱
田
庄
司
(
-
八
九
四
ー
一
九
七
八
）
が
出
席
し
た
。
柳
は
講
演
を
行
い
、
濱
田
は
陶
芸
の
実
演
を
行
っ
た
。
こ
の
年
、
柳
は
濱

田
、
志
賀
直
哉
(
-
八
八
＝
―
|
一
九
七
一
）
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
め
ぐ
っ
て
お
り
、
ま
た
会
議
の
出
席
後
、
濱
田
と
リ
ー
チ
の
三
人
で
ア
メ
リ

力
を
訪
れ
て
い
る
。
原
稿
に
あ
る
「
国
際
エ
藝
家
会
議
」
と
は
そ
の
会
議
を
指
す
。

本
論
文
で
は
、
ダ
ー
テ
ィ
ン
ト
ン
国
際
工
芸
家
会
議
に
お
け
る
講
演
、
そ
し
て
講
演
後
に
執
筆
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
原
稿
（
「
佛
教
を
説

く
道
」
）
に
着
目
し
な
が
ら
、
一
九
五

0
年
代
は
じ
め
の
柳
の
問
題
意
識
を
探
る
こ
と
を
試
み
た
い
。
原
稿
に
は
「
美
の
世
界
を
介
し
て
佛

法
を
説
く
の
が
私
の
眼
目
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
鑑
み
て
も
、
仏
教
へ
の
関
心
が
高
い
時
期
に
書
か
れ
た
も
の
と
い
え

よ
う
。
問
題
意
識
の
動
向
か
ら
、
民
藝
運
動
の
指
導
者
と
し
て
の
姿
勢
が
確
認
で
き
る
と
筆
者
は
考
え
る
。
ま
た
、
そ
の
確
認
に
よ
っ

て
、
現
在
に
お
け
る
民
藝
、
エ
藝
を
捉
え
直
す
視
点
を
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
が
本
論
文
の
ね
ら
い
で
あ
る
。
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一
九
四
八
年
、
柳
は
「
大
無
量
寿
経
」
第
四
願
か
ら
着
想
を
得
た
考
え
に
基
づ
き
『
美
の
法
門
』
を
著
し
た
。
「
無
有
好
醜
」
と
い
う
、

相
対
的
な
好
醜
、
い
わ
ば
美
醜
を
超
え
た
「
美
」
に
つ
い
て
の
考
え
を
柳
は
示
し
て
い
る
。
同
年
に
日
本
民
藪
協
会
第
二
回
全
国
協
議
会

に
お
い
て
発
表
さ
れ
、
運
動
同
人
に
も
ひ
ろ
く
伝
え
ら
れ
、
柳
自
身
の
存
在
と
相
侯
っ
て
多
大
な
影
響
を
与
え
た
と
い
う
。
翌
年
の
一
九

四
六
年
『
美
の
法
門
』
（
私
家
版
）
が
刊
行
さ
れ
た
。
後
に
、
『
無
有
好
醜
の
願
』
（
私
家
版
、
一
九
五
七
年
）
、
『
法
と
美
』
（
私
家
版
、
一
九
六
一

年
）
『
美
の
浄
土
』
（
私
家
版
、
一
九
六
二
年
）
と
あ
わ
せ
、
柳
の
い
う
「
佛
教
美
学
」
シ
リ
ー
ズ
ヘ
と
繋
が
っ
て
い
る
。

柳
の
思
想
上
の
流
れ
、
ま
た
は
民
藪
運
動
の
流
れ
に
お
い
て
、
仏
教
に
対
す
る
関
心
、
と
り
わ
け
浄
土
思
想
に
対
す
る
関
心
は
以
前
か

ら
あ
っ
た
が
、
相
対
を
超
え
た
「
美
」
と
い
う
考
え
を
、
『
美
の
法
門
』
に
お
い
て
「
佛
教
美
学
」
の
根
本
と
し
て
明
示
し
て
い
る
か
ら
、

柳
は
一
九
五

0
年
代
を
通
じ
て
、
「
美
」
に
つ
い
て
の
考
え
を
深
め
て
い
っ
た
と
い
え
よ
う
。
で
は
、
そ
う
し
た
考
え
を
仏
教
的
に
語
る

こ
と
を
柳
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
。
『
美
の
法
門
』
の
後
記
か
ら
探
っ
て
い
き
た
い
。

か
つ
て
一
途
に
宗
教
的
真
理
を
追
っ
て
い
た
私
が
、
中
途
に
し
て
美
の
問
題
に
触
れ
、
特
に
エ
藝
を
対
象
と
し
、
更
に
民
藝
館
の
設

立
に
心
を
注
い
だ
時
、
幾
人
か
の
人
々
か
ら
、
何
故
宗
教
の
世
界
を
去
っ
て
、
形
而
下
の
問
題
を
対
象
に
、
日
夜
を
送
る
の
か
と

い
っ
て
詰
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
問
い
は
一
再
な
ら
ず
私
に
加
え
ら
れ
た
。
早
く
再
び
宗
教
の
問
題
に
戻
っ
て
は
ど
う
か
と
い

う
忠
告
で
あ
る
。
（
近
頃
私
を
知
っ
た
人
々
は
、
逆
に
か
つ
て
私
が
宗
教
に
心
を
寄
せ
た
こ
と
に
奇
異
な
想
い
を
抱
く
の
で
あ
る
。
）
し
か
し
私
と
し

て
見
れ
ば
‘
―
つ
の
頂
き
を
異
る
面
か
ら
見
つ
め
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
「
実
は
同
じ
仕
事
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
答
え
る
よ

り
致
方
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
阿

柳
に
よ
れ
ば
、
自
身
は
一
貫
し
て
宗
教
的
な
関
心
を
有
し
て
い
た
。
「
美
の
問
題
」
も
ま
た
宗
教
的
な
関
心
と
結
び
つ
い
た
も
の
で

■ 

『
美
の
法
門
』

a+a 11 045 
第1車 近代工芸運動

民藝の美を仏教的に語ることがはたして有効なのか。

あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
自
身
の
考
え
が
必
ず
し
も
理
解
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
、
と
柳
は
み
て
い
る
。
い
わ
ば
宗
教
哲
学
者

と
し
て
柳
を
み
る
人
々
か
ら
「
早
く
再
び
宗
教
の
問
題
に
戻
っ
て
は
ど
う
か
と
い
う
忠
告
」
を
度
々
受
け
て
い
た
こ
と
を
明
か
す
の
は
、

あ
る
種
の
も
ど
か
し
さ
の
吐
露
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

一
方
で
、
民
藝
運
動
の
提
唱
者
と
し
て
柳
を
み
る
人
々
、
つ
ま
り
「
近
頃
私
を
知
っ
た
人
々
」
は
、
か
つ
て
柳
が
宗
教
的
な
関
心
を

も
っ
て
い
た
と
思
い
込
み
、
そ
れ
を
「
奇
異
」
と
捉
え
て
い
る
、
と
柳
は
い
う
。
民
藝
と
い
う
語
が
一
般
に
普
及
し
、
各
地
で
民
甑
協
会

が
結
成
さ
れ
た
一
九
四

0
年
代
、
運
動
の
成
果
は
各
地
で
現
れ
て
お
り
、
連
動
を
牽
引
し
て
き
た
立
場
に
い
た
柳
は
手
応
え
を
感
じ
て
い

た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
運
動
を
進
め
て
い
く
中
で
周
囲
か
ら
投
げ
か
け
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
意
見
や
批

判
が
あ
っ
た
こ
と
が
こ
の
箇
所
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
柳
が
考
え
る
「
民
藝
」
が
充
分
に
は
理
解
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な

か
っ
た
、

■ と
柳
が
み
な
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

従
来
か
ら
宗
教
的
な
関
心
を
抱
い
て
き
た
柳
に
と
っ
て
、
自
身
の
関
心
が
宗
教
的
な
も
の
か
ら
民
藝
・
エ
藝
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
造
形

上
の
関
心
へ
と
移
行
し
た
わ
け
で
も
、
ま
し
て
や
、
造
形
上
の
関
心
か
ら
宗
教
的
な
関
心
へ
と
転
換
し
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
「
実
は

同
じ
仕
事
を
し
て
い
る
の
だ
」
と
零
し
て
い
る
の
は
、
軌
を
一
に
す
る
関
心
に
お
い
て
取
り
組
ん
で
き
た
と
示
す
た
め
で
あ
ろ
う
。

美
を
宗
教
上
の
問
題
と
す
る
見
解
は
独
創
的
で
も
革
新
的
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
だ
が
、
柳
が
こ
の
こ
と
を
明
確
に
述
べ
た
と
き
、

柳
に
は
あ
る
明
確
な
問
題
意
識
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
そ
の
問
題
意
識
が
あ
っ
て
初
め
て
、
柳
の
い
う
「
美
」
を
民
藝
運
動
に
お

い
て
宗
教
的
に
語
る
こ
と
を
省
み
て
い
る
だ
ろ
う
。
民
藝
の
美
を
仏
教
的
に
語
る
こ
と
が
は
た
し
て
有
効
な
の
か
。
柳
は
そ
の
問
題
を
意

識
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
自
身
の
関
心
が
民
藝
か
ら
宗
教
的
な
も
の
へ
と
転
換
し
た
と
判
じ
ら
れ
る
可
能
性
を
危
惧
し
な
が
ら
、
柳

は
民
藪
を
い
か
に
語
る
か
を
探
求
し
て
い
る
よ
う
だ
。

民
藝
と
は
何
か
を
語
り
、
運
動
の
方
針
を
示
す
、
と
り
わ
け
つ
く
り
手
た
ち
を
指
導
す
る
立
場
に
い
た
柳
は
、
民
藝
の
美
こ
そ
が
相
対

を
超
え
る
「
美
」
だ
と
い
う
考
え
を
確
固
と
し
て
持
ち
な
が
ら
、
こ
こ
に
お
い
て
は
、
「
実
は
同
じ
仕
事
」
だ
と
説
く
こ
と
を
「
致
し
方

な
か
っ
た
」
と
表
現
し
て
い
る
。
そ
れ
は
明
瞭
に
主
張
す
る
姿
勢
と
は
異
な
る
。

後
年
に
み
ら
れ
る
、
佛
教
美
学
を
打
ち
立
て
ん
と
意
欲
的
に
「
美
」
を
説
く
姿
勢
へ
の
過
程
を
辿
る
上
で
、
次
節
で
は
国
際
工
藝
家
会

議
で
の
講
演
を
み
て
み
る
。
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国
際
工
芸
家
会
議
が
、
西
洋
の
つ
く
り
手
た
ち
に
向
け
て
語
る
場
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。
会
議
で
は
、
工
芸
に

お
け
る
実
作
上
の
問
題
、
ま
た
は
教
育
上
の
問
題
等
が
議
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
。
柳
は
講
演
を
一
―
一
度
行
っ
た
が
、
会
議
の
報
告
書
に
は

概
ね
そ
の
記
録
が
残
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
の
講
演
に
お
い
て
も
「
美
の
問
題
」
を
扱
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

会
議
の
中
心
人
物
で
あ
る
リ
ー
チ
は
、
当
初
か
ら
会
議
全
体
テ
ー
マ
の
ひ
と
つ
と
し
て
西
洋
に
お
け
る
東
洋
の
紹
介
を
意
図
し
て
い

た
。
リ
ー
チ
は
自
身
の
講
演
に
お
い
て
、
柳
が
日
本
の
工
芸
運
動
に
お
い
て
果
た
し
た
役
割
を
紹
介
し
な
が
ら
、
西
洋
に
お
け
る
工
芸
の

展
開
に
は
東
洋
、
と
り
わ
け
日
本
と
の
交
流
が
必
要
で
あ
る
と
打
ち
出
す
。
東
洋
か
ら
の
出
席
者
は
柳
と
濱
田
の
わ
ず
か

2
名
で
あ
っ
た

か
ら
、
講
演
を
担
っ
た
柳
は
璽
要
な
位
置
に
置
か
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

こ
の
会
議
に
お
け
る
東
洋
お
よ
び
西
洋
が
何
を
指
し
て
い
た
の
か
は
問
題
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
問
わ
な
い
こ
と
と
し
よ
う
。
と
も

か
く
東
洋
の
紹
介
と
は
、
例
え
ば
東
洋
に
お
け
る
美
術
史
、
工
芸
史
、
あ
る
い
は
思
想
史
を
説
き
明
か
す
こ
と
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

数
少
な
い
東
洋
か
ら
の
参
加
者
の
ひ
と
り
と
し
て
、
柳
は
、
一
九
五

0
年
代
当
時
の
自
身
の
思
想
と
民
藪
運
動
の
流
れ
に
お
い
て
、
ま
さ

に
取
り
組
ん
で
い
る
最
中
の
問
題
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
東
洋
か
ら
み
た
西
洋
へ
の
視
点
を
示
そ
う
と
し
た
。

老
子
の
こ
と
ば
（
『
道
徳
経
』
十
八
章
）
か
ら
始
ま
る
、
「
T
h
e
J
a
p
a
n
e
s
e
 a
p
p
r
o
a
c
h
 to t
h
e
 crafts
」
と
題
さ
れ
た
―
つ
め
の
講
演
は
、
エ

芸
の
つ
く
り
手
で
あ
る
「
個
人
作
家
」
と
い
う
制
約
か
ら
解
き
放
た
れ
た
も
の
づ
く
り
の
あ
り
方
を
扱
っ
て
い
る
。
民
藝
運
動
に
お
い
て

も
繰
り
返
し
語
ら
れ
て
き
た
個
人
作
家
と
エ
人
と
の
関
係
に
つ
な
が
る
問
題
で
あ
る
。

特
に
、
柳
が
仏
教
的
な
考
え
を
語
っ
た
の
は
二
つ
め
の
講
演
「
B
u
d
d
h
i
s
t
I
d
e
a
 o
f
 b
e
a
u
t
y
」
に
お
い
て
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教

と
の
違
い
を
初
め
に
示
し
な
が
ら
、
禅
お
よ
び
真
宗
を
紹
介
す
る
こ
の
講
演
に
お
い
て
、
東
洋
文
化
に
馴
染
み
が
な
い
聴
衆
に
伝
え
る
た

め
の
工
夫
で
あ
ろ
う
か
、
簡
明
な
文
例
を
用
い
て
、
仏
教
の
説
話
、
特
に
禅
の
説
話
を
英
語
で
語
り
な
が
ら
、
『
美
の
法
門
』
に
お
い
て

示
さ
れ
た
考
え
、
す
な
わ
ち
美
醜
を
は
じ
め
と
す
る
相
対
を
超
え
る
あ
り
方
を
表
現
す
る
。
そ
し
て
朝
鮮
の
焼
物
な
ど
を
例
に
、
二
元
の

■ 

ダ
ー
テ
ィ
ン
ト
ン
国
際
工
芸
家
会
議
の
講
演
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■ 

美
に
囚
わ
れ
な
い
現
れ
を
具
体
的
に
提
示
す
る
。
そ
れ
は
西
欧
的
な
も
の
と
は
異
な
る
美
学
の
構
想
を
含
ん
だ
内
容
で
あ
る
が
、
美
の
問

題
を
宗
教
的
に
、
仏
教
的
に
語
る
立
場
を
柳
は
見
せ
て
い
る
。

ま
た
こ
の
講
演
に
お
い
て
、
相
対
を
超
え
る
あ
り
方
を
西
欧
の
工
芸
家
た
ち
に
伝
え
る
に
あ
た
っ
て
、
柳
が
「
不
二
」
「
只
慶
（
し
も
）
」

「
如
」
な
ど
の
仏
教
用
語
を
随
所
に
用
い
た
点
は
興
味
深
い
。
英
語
世
界
に
お
い
て
、
二
元
性
に
囚
わ
れ
な
い
考
え
を
そ
も
そ
も
英
語
に

よ
っ
て
伝
え
る
と
い
う
課
題
を
抱
え
た
上
に
、
単
純
に
解
説
し
難
い
こ
と
ば
を
取
り
挙
げ
て
語
り
伝
え
る
方
法
を
柳
は
採
っ
て
い
る
。
こ

う
し
た
方
法
に
よ
っ
て
「
美
」
を
仏
教
的
に
説
く
試
み
を
行
っ
た
の
が
、
こ
の
講
演
の
特
徴
と
い
え
よ
う
。
講
演
を
終
え
た
後
の
柳
の
想

い
は
三
つ
め
の
講
演
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
る
。

会
議
全
体
を
通
し
て
の
感
想
を
中
心
と
す
る
三
つ
め
の
講
演
に
お
い
て
柳
は
、
参
加
者
の
講
演
や
議
論
か
ら
多
く
を
学
び
感
銘
を
受
け

た
こ
と
を
述
べ
つ
つ
、
な
ぜ
美
に
つ
い
て
誰
も
言
及
し
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
を
提
示
し
て
い
る
。

柳
が
伝
え
よ
う
と
し
た
見
解
は
、
ふ
た
つ
め
の
講
演
に
て
既
に
語
ら
れ
て
い
る
。
相
対
を
超
え
る
あ
り
方
を
示
す
柳
は
、
東
洋
と
西
洋

と
が
相
対
す
る
も
の
で
は
な
い
し
、
東
洋
的
で
あ
り
な
が
ら
東
洋
で
は
な
い
も
の
、
そ
こ
に
西
洋
の
も
の
と
を
包
括
す
る
よ
う
な
―
つ
の

も
の
が
あ
る
可
能
性
を
示
そ
う
と
す
る
。
日
本
お
よ
び
東
洋
の
文
化
や
思
想
を
西
欧
世
界
へ
紹
介
す
る
だ
け
で
な
く
、
東
洋
・
西
洋
と
い

う
相
対
を
超
え
る
柳
の
姿
勢
は
、
民
藝
に
対
す
る
考
え
に
も
通
じ
る
だ
ろ
う
。
「
佛
教
美
学
」
の
構
想
は
、
単
に
日
本
に
お
け
る
工
芸
上

の
関
心
に
留
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
民
藝
と
は
東
洋
・
西
洋
と
い
う
図
式
に
お
さ
ま
ら
な
い
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
卒
ん
だ
も
の
で

あ
る
。柳

は
仏
教
的
に
「
美
」
を
説
き
、
そ
し
て
、
工
芸
に
お
い
て
美
の
問
題
は
も
っ
と
も
根
本
的
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
残
念
な
が
ら
美
の

問
題
が
議
論
の
俎
上
に
乗
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
柳
は
判
断
し
て
い
る
。
確
か
に
講
演
記
録
を
み
る
か
ぎ
り
、
柳
の
投
げ
か
け
た
問
題
が

議
論
さ
れ
た
跡
は
見
当
た
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
柳
の
問
題
意
識
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
だ
ろ
う
か
。

柳
の
疑
問
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さ
ら
に
、
柳
は
ほ
と
ん
ど
議
論
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
問
題
と
し
て
「
凡
庸
な
っ
く
り
手
を
い
か
に
す
べ
き
か
」
と
い
う
疑
問
も
提

示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
柳
が
ひ
と
つ
め
の
講
演
で
取
り
上
げ
た
問
題
で
も
あ
り
、
民
藝
運
動
を
進
め
て
い
く
中
で
直
面
し
て
い
た
問
題

で
も
あ
っ
た
。
柳
の
民
藝
理
論
に
お
い
て
、
理
想
と
す
る
も
の
づ
く
り
を
体
現
す
る
人
々
は
個
人
作
家
で
は
な
く
エ
人
で
あ
っ
た
か
ら
、

こ
の
問
題
に
対
す
る
意
見
を
西
欧
の
つ
く
り
手
か
ら
聴
い
て
み
た
い
と
い
う
望
み
を
持
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ

よ
、
こ
う
し
た
疑
問
は
、
解
消
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
柳
の
問
題
意
識
を
よ
り
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
。

「
美
」
を
仏
教
的
に
い
か
に
説
こ
う
と
し
た
の
か
を
深
く
捉
え
る
た
め
、
原
稿
「
佛
教
を
説
く
道
」
か
ら
考
察
し
て
み
た
い
。
後
述
す

る
よ
う
に
、
柳
は
決
し
て
意
欲
を
失
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

「
佛
教
を
説
く
道
」

国
際
工
芸
家
会
議
の
後
に
執
筆
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
直
筆
原
稿
は
、
全
一
四
頁
に
渡
っ
て
お
り
、
い
ず
れ
の
頁
に
も
柳
自
身
に
よ
る
訂
正

の
跡
が
残
る
。
標
題
が
な
い
原
稿
冒
頭
は
「
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
に
近
い
バ
ト
ラ
ー
・
ホ
ー
ル
に
大
拙
先
生
は
寄
寓
し
て
お
ら
れ
た
」
か
ら

始
ま
っ
て
い
る
。

「
大
拙
先
生
」
、
す
な
わ
ち
鈴
木
大
拙
(
-
八
七
0

|
―
九
六
六
）
は
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
に
て
一
九
五
一
年
よ
り
一
九
五
七
年
頃
ま
で
講

義
を
行
っ
た
。
原
稿
に
は
柳
が
実
際
に
大
拙
を
訪
れ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
柳
は
、
「
国
際
工
芸
家
会
議
」
の
後
、
約
三
ヵ
月
間
、

濱
田
、
リ
ー
チ
と
ア
メ
リ
カ
に
滞
在
し
て
い
た
が
、
大
拙
と
会
っ
た
時
期
は
そ
の
頃
と
推
測
さ
れ
る
[
渭
]
゜

「
大
拙
先
生
」
「
先
生
」
ま
た
は
「
鈴
木
先
生
」
が
原
稿
の
前
半
に
頻
出
し
、
柳
か
ら
み
た
大
拙
に
か
ん
す
る
記
述
が
前
半
の
大
半
を
占

め
る
。
両
者
の
つ
な
が
り
は
、
一
九

0
九
年
（
大
拙
一
二
九
歳
、
柳
二

0
歳
）
の
頃
に
遡
る
。
柳
は
、
学
習
院
高
等
科
に
お
い
て
英
語
を
大
拙

に
学
ん
だ
こ
と
が
機
縁
と
な
り
、
個
人
的
に
と
い
う
だ
け
で
な
く
思
想
上
に
お
い
て
も
大
拙
と
交
わ
り
、
と
り
わ
け
、
一
九
四

0
年
代
半

ば
か
ら
深
く
か
か
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
両
者
の
緊
密
な
つ
な
が
り
に
加
え
て
、
柳
を
基
点
と
し
て
、
リ
ー
チ
や
濱
田
と
い
っ
た
、
民
藪

に
か
か
わ
る
人
々
と
豊
か
な
交
友
関
係
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
仏
教
研
究
で
は
、
大
拙
に
導
か
れ
柳
も
ま
た
、
禅
だ
け
に
と
ど
ま
ら

■ 
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■ 

ず
浄
土
思
想
に
ま
で
わ
た
っ
て
、

と
り
わ
け
妙
好
人
を
共
通
の
課
題
と
し
て
、
精
力
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
両
者
の
つ
な
が
り
は
柳
が

先
に
亡
く
な
る
ま
で
続
い
た
[
?
。

大
拙
は
一
九
四
九
年
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
す
る
講
義
・
講
演
活
動
に
入
っ
て
お
り
、
柳
は
大
拙
の
そ
う
し
た
活
動
も
よ
く
知
っ

て
い
た
。
柳
と
大
拙
と
の
関
係
を
概
観
す
る
に
あ
た
り
、
柳
が
大
拙
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
箇
所
を
取
り
上
げ
よ
う
。

全
世
界
に
お
け
る
禅
へ
の
関
心
の
今
日
の
興
揚
は
、
偏
に
先
生
の
力
に
依
る
の
で
あ
る
。
先
日
も
ハ
ワ
イ
の
ホ
ノ
ル
ル
で
世
界
哲
学

者
大
会
が
あ
っ
た
時
、
各
国
か
ら
集
ま
っ
た
総
て
の
大
学
者
た
ち
よ
り
も
、
一
番
先
生
の
講
演
が
人
気
を
集
め
、
聴
衆
が
堂
の
外
に

も
あ
ふ
れ
た
と
い
う
話
を
耳
に
し
た
が
、
私
共
に
と
っ
て
は
先
生
を
介
し
て
東
洋
が
輝
き
始
め
、
ま
た
仏
教
が
正
し
く
伝
わ
り
始
め

た
事
は
、
何
と
し
て
も
有
難
い
こ
と
に
思
わ
れ
て
な
ら
ぬ
。
日
本
は
も
う
世
界
に
何
か
の
贈
り
物
を
す
べ
き
時
に
来
て
は
い
ま
い

か
。
た
だ
、
そ
れ
に
は
東
洋
人
と
し
て
の
自
覚
が
何
よ
り
肝
要
な
の
で
あ
る
。
こ
の
自
覚
を
最
も
大
き
く
ま
た
深
く
、
持
た
れ
て
い

る
の
が
、
大
拙
先
生
だ
と
私
に
は
思
わ
れ
て
な
ら
ぬ
。
そ
う
し
て
、
こ
の
自
覚
こ
そ
は
、
長
年
に
亘
る
先
生
の
一
切
の
仕
事
の
基
礎

を
な
し
て
い
る
の
だ
と
言
え
よ
う
。
[
芭

こ
の
文
に
は
柳
の
「
大
拙
」
評
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
原
稿
に
お
い
て
み
ら
れ
る
「
大
拙
先
生
」
に
か
ん
す
る
記
述
内
容
と
重
な
る
と

こ
ろ
は
多
い
門
。
例
え
ば
、
西
洋
に
て
「
大
拙
先
生
の
講
義
が
悦
ば
れ
て
い
る
」
と
柳
が
表
現
す
る
よ
う
に
、
大
拙
が
東
洋
思
想
を
西

洋
に
伝
え
て
い
る
点
、
そ
し
て
欧
米
人
が
東
洋
思
想
を
受
け
人
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
一
般
的
に
禅
思
想
が
「
西
洋
人
に
は
分

り
に
く
い
」
と
思
わ
れ
る
な
か
で
、
大
拙
が
「
禅
の
存
在
を
欧
米
人
に
知
ら
し
め
」
て
い
る
功
績
を
柳
は
重
視
し
て
い
る
。

そ
う
し
た
東
洋
思
想
に
開
心
を
抱
い
て
い
る
の
が
、
学
者
よ
り
も
芸
術
家
で
あ
る
と
柳
は
み
て
い
た
。
実
際
に
大
拙
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
大

学
の
講
義
を
聴
い
た
ジ
ョ
ン
・
ケ
ー
ジ
(
-
九
―
ニ
ー
一
九
九
二
）
を
は
じ
め
、
様
々
な
芸
術
家
が
大
拙
に
影
響
を
受
け
た
が
、
柳
自
身
が

経
験
し
た
の
で
あ
ろ
う
、
原
稿
に
は
「
芸
術
家
た
ち
の
方
が
、
分
り
が
早
い
」
と
い
う
表
現
が
み
ら
れ
る
。
国
際
工
芸
家
会
議
で
の
経
験

を
通
じ
て
得
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

柳
か
ら
み
れ
ば
、
大
拙
は
西
洋
で
東
洋
思
想
と
り
わ
け
禅
思
想
の
関
心
を
惹
き
起
こ
す
こ
と
を
成
し
遂
げ
て
お
り
、

し
か
も
芸
術
家
に
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「美の世界を介して」仏教を説く有効性を確信したからこそ、

最晩年までその意欲を維持し、

「佛教美学」の構築を進めることができたのだ。

影
響
を
与
え
た
先
駆
者
で
あ
っ
た
。
柳
は
自
身
が
「
美
」
を
仏
教
的
に
説
く
姿
を
大
拙
に
見
出
し
た
と
す
る
に
は
想
像
に
難
く
な
い
。

興
味
深
い
の
は
、
原
稿
に
は
国
際
工
芸
家
会
議
で
の
講
演
で
用
い
た
「
只
磨
」
「
如
」
「
不
二
」
な
ど
の
こ
と
ば
が
並
ん
で
い
る
こ
と
で

あ
る
。
「
只
慶
」
を
は
じ
め
と
す
る
そ
う
し
た
こ
と
ば
を
柳
は
「
き
わ
め
て
東
洋
風
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
思
想
こ
そ
は
将
来
の

西
洋
思
想
に
大
に
寄
与
す
る
」
と
捉
え
て
い
る
。
そ
う
し
た
こ
と
ば
を
取
り
上
げ
て
語
っ
た
方
法
を
選
ん
だ
理
由
と
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た

後
に
、
柳
は
英
語
で
ど
の
よ
う
に
伝
え
る
べ
き
か
、
「
如
」
な
ど
の
英
訳
を
大
拙
に
尋
ね
て
も
い
る
[
”
]
。
日
本
お
よ
び
東
洋
の
文
化
や
思

想
を
西
欧
世
界
へ
伝
え
ん
と
す
る
意
識
と
そ
の
方
法
に
、
柳
は
関
心
を
持
ち
続
け
た
の
だ
ろ
う
。

原
稿
の
後
半
で
は
、
柳
は
欧
米
経
験
を
通
じ
て
、
「
エ
芸
の
諸
問
題
の
う
ち
最
も
根
本
を
な
す
美
の
問
題
を
取
扱
う
の
が
私
の
使
命
で

あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
原
稿
か
ら
は
、
柳
が
ど
の
箇
所
を
削
除
し
、
ま
た
何
を
残
そ
う
と
し
た
の
か
が
明
ら
か
と
さ
れ
、
印
刷
刊
行

さ
れ
て
は
知
る
こ
と
が
出
来
な
い
柳
の
思
索
の
過
程
を
辿
る
こ
と
が
で
き
る
。
柳
は
、
「
美
の
問
題
を
取
扱
う
の
が
私
の
使
命
」
と
述
べ

て
い
る
が
、
元
は
「
任
務
」
と
あ
っ
た
箇
所
を
柳
が
「
使
命
」
へ
と
訂
正
し
た
跡
が
あ
る
。
「
使
命
」
の
表
記
を
単
に
思
い
付
い
て
選
ん

だ
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
柳
の
著
作
に
お
い
て
、
「
使
命
」
と
い
う
表
記
に
は
明
確
な
意
識
が
反
映
さ
れ
て
い
る
例
が
み
ら
れ
る
か
ら
、

そ
の
表
記
に
は
柳
の
強
い
気
概
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
[
”
]
0

こ
こ
に
お
い
て
確
認
す
べ
き
は
、
国
際
工
芸
家
会
議
を
含
む
欧
米
体
験
に
よ
っ
て
、
柳
は
仏
教
に
対
す
る
閑
心
、
そ
れ
以
上
に
、
仏
教

を
説
く
意
欲
が
一
層
強
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

欧
米
で
の
講
演
の
際
、
柳
は
「
予
期
も
し
な
か
っ
た
ほ
ど
の
称
讚
」
を
受
け
た
と
述
べ
て
い
る
。
自
身
の
行
っ
て
き
た
講
演
を
振
り
返

り
、
仏
教
を
た
だ
仏
教
と
し
て
説
い
て
も
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
「
一
旦
純
宗
教
を
離
れ
て
、
美
の
世
界
を
介
し
て
」
説
く
こ
と

で
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
だ
、
と
柳
は
い
う
。
「
美
」
を
仏
教
的
に
い
か
に
説
く
か
と
い
う
問
題
が
、
自
身
の
経
験
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
た

姿
が
現
れ
て
い
る
。
「
美
」
を
仏
教
的
に
説
く
、
い
や
、
「
美
の
世
界
を
介
し
て
」
仏
教
を
説
く
有
効
性
を
確
信
し
た
か
ら
こ
そ
、
最
晩
年

ま
で
そ
の
意
欲
を
維
持
し
、
「
佛
教
美
学
」
の
構
築
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。

■ 
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註

■ 

柳
の
意
に
反
し
、
柳
の
関
心
が
移
行
し
た
と
捉
え
「
奇
異
な
想
い
」
を
抱
い
た
人
々
が
い
る
と
柳
は
述
べ
た
が
、
民
藝
か
ら
宗
教
へ
と

関
心
が
転
換
し
た
の
だ
と
、
柳
を
捉
え
る
人
々
も
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
い
ま
な
お
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

そ
う
捉
え
る
な
ら
ば
、
「
佛
教
美
学
」
に
お
け
る
柳
の
語
り
か
ら
、
工
芸
の
つ
く
り
手
た
ち
に
と
っ
て
、
造
形
上
の
方
策
を
具
体
的
に

見
出
す
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
仏
教
を
た
だ
仏
教
と
し
て
説
い
て
も
受
け
取
ら
れ
難
い
と
し
て
「
一
旦
純
宗
教
を
離

れ
て
、
美
の
世
界
を
介
し
」
説
く
考
え
を
柳
は
提
示
し
て
い
る
。
そ
の
考
え
は
、
民
藪
を
伝
え
る
、
ま
た
は
受
け
継
ぐ
こ
と
に
お
い
て
も

適
う
。
民
藪
を
た
だ
民
蒻
と
し
て
語
る
の
で
は
な
く
、
一
旦
は
別
離
し
「
美
」
を
仲
立
ち
と
す
る
。
多
義
性
を
過
分
に
帯
び
た
民
藝
・
エ

芸
を
改
め
て
捉
え
直
す
視
点
は
、
そ
の
考
え
を
受
け
取
る
と
こ
ろ
か
ら
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

柳
宗
悦
（
本
名
む
ね
よ
し
、
「
そ
う
え
つ
」
と
も
呼
称
）
若
く
し
て
『
白
樺
』
の
創
刊
に
携
わ
り
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
イ
ク
を
日
本
で
初
め
て
本
格
的
に
紹
介
、
ま
た
木

喰
上
人
研
究
な
ど
実
に
多
彩
な
才
能
を
発
揮
し
て
き
た
柳
は
、
や
が
て
民
藝
美
論
と
民
藝
運
動
に
よ
っ
て
画
期
的
な
仕
事
を
成
し
た
。
「
民
藝
」
を
提
唱
し
、
日
本
民
藝
館

の
創
設
者
と
し
て
国
内
外
に
お
い
て
広
く
知
ら
れ
る
柳
は
、
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
「
宗
教
と
そ
の
真
理
』
『
南
無
阿
弥
陀
仏
』
な
ど
、
宗
教
哲
学
者
と
し
て
大
き
な
業
績
を

残
し
て
い
る
。

未
公
開
原
塙
の
全
文
は
、
雑
誌
『
民
藝
』
七
三

0
号
（
二

0
一
三
年
―

0
月
号
）
に
掲
載
。
標
題
が
な
い
た
め
、
「
民
藝
』
編
集
部
に
よ
っ
て
、
執
筆
時
期
は
一
九
五

0
年
代

は
じ
め
と
推
測
さ
れ
、
原
稿
文
中
か
ら
引
用
さ
れ
た
こ
と
ば
か
ら
「
佛
教
を
説
く
道
」
が
題
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
。
直
筆
原
稿
は
鈴
木
大
拙
館
（
石
川
県
金
沢
市
）
に

て
開
催
さ
れ
た
企
画
展
「
大
拙
と
柳
宗
悦
」
（
二0
一
三
年
一
0
月
二
日
ー
―
二
月
一
日
）
に
て
初
公
開
と
な
っ
た
。
大
拙
と
柳
の
書
•
著
作
を
中
心
と
す
る
内
容
に
お
い

て
、
両
者
の
つ
な
が
り
と
共
通
の
思
想
的
な
根
底
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
一
例
と
し
て
展
示
。

一
九
二
六
年
よ
り
始
ま
っ
た
民
藝
運
動
は
、
一
九
三
四
年
に
日
本
民
藝
協
会
設
立
、
当
初
の
目
標
で
あ
っ
た
「
民
藝
美
術
館
」
を
一
九
三
六
年
に
実
現
さ
せ
、
東
京
・
駒
場

お
わ
り
に

猪
谷
聡
（
い
の
た
に
・
さ
と
し
）

公
益
財
団
法
人
金
沢
文
化
振
興
財
団
・
鈴
木
大
拙
館
学
芸
員
。
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に
日
本
民
藝
館
を
設
立
し
た
。
一
九
四

0
年
代
の
後
半
か
ら
、
各
地
で
民
藝
協
会
の
発
足
、
民
藝
館
の
開
館
が
相
次
ぐ
な
ど
、
全
国
的
な
運
動
展
開
の
隆
盛
が
始
ま
っ
た
。

そ
の
他
の
語
と
し
て
は
「
国
際
哲
学
者
会
議
」
が
あ
る
。
原
稿
文
中
で
は
「
先
年
ハ
ワ
イ
で
国
際
哲
学
者
会
議
が
あ
っ
た
時
も
、
先
生
の
講
演
は
最
も
人
気
が
あ
っ
た
と

い
う
が
、
…
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
「
先
生
」
、
す
な
わ
ち
鈴
木
大
拙
は
一
九
四
九
年
六
月
、
ハ
ワ
イ
大
学
に
て
第
二
回
東
西
哲
学
者
大
会
に
出
席
、
ま
た
一
九
五
九
年
六
月

に
も
同
じ
ハ
ワ
イ
大
学
に
て
第
三
回
東
西
哲
学
者
大
会
に
出
席
し
た
。
「
国
際
哲
学
者
会
議
」
は
第
二
回
東
西
哲
学
者
大
会
と
思
わ
れ
る
。

前
掲
書
、
六
ー
七
頁
、
引
用
。

柳
宗
悦
「
国
際
工
藝
家
会
議
」
「
毎
日
新
聞
』
（
昭
和
二
七
年
八
月
ニ
―
日
）
よ
り
引
用
。
な
お
、
会
議
の
全
容
、
参
加
者
の
講
演
に
つ
い
て
は
、
藤
田
治
彦
監
修
「
ダ
ー
テ
ィ

ン
ト
ン
国
際
工
芸
家
会
議
報
告
書
~
芸
と
染
織
一
九
五
二
年
』
（
思
文
閣
出
版
、
二

0
0
三
年
）
参
照
。

柳
宗
悦
「
美
の
法
門
』
一
九
四
九
年
「
柳
宗
悦
全
集
第
一
八
巻
』
二
四
ー
ニ
五
頁
、
引
用
。

柳
に
よ
れ
ば
、
一
九
五
二
年
十
月
の
ア
メ
リ
カ
滞
在
中
、
大
拙
と
は
三
度
会
っ
た
と
い
う
。
柳
宗
悦
「
先
生
を
訪
ね
て
」
一
九
五
三
年
「
柳
宗
悦
全
集
第
一
四
巻
』
四
七
三
頁
、
参
照
。

柳
が
亡
く
な
る
前
年
、
一
九
六

0
年
に
行
わ
れ
た
柳
と
大
拙
と
の
対
談
に
て
、
柳
は
、
「
東
洋
の
美
の
深
さ
を
知
ら
せ
る
新
し
い
美
学
が
起
こ
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
」

と
大
拙
に
語
っ
て
い
る
。
両
者
は
共
通
の
関
心
を
も
っ
て
互
い
に
考
え
を
深
め
合
う
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
。
鈴
木
大
拙
「
禅
者
と
妙
好
人
に
つ
い
て
」
「
鈴
木
大
拙
半

談
集
第
二
巻
』
（
読
売
新
聞
社
、
一
九
七
一
年
）
参
照
。

柳
宗
悦
「
か
け
が
へ
の
な
い
人
」
一
九
五
九
年
『
柳
宗
悦
全
集
第
一
四
巻
』
四
八
三
頁
、
引
用
。
な
お
、
大
拙
が
柳
を
評
し
た
一
文
を
挙
げ
た
い
。
一
九
六
一
年
、
柳
に
先

立
た
れ
た
九

0
歳
の
大
拙
が
柳
の
告
別
式
に
お
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
大
拙
は
柳
を
「
天
オ
の
人
」
と
評
し
て
い
る
。
「
君
は
天
オ
の
人
で
あ
っ
た
、
独
創
の
見
に
富

ん
で
い
た
。
そ
れ
は
こ
の
民
藝
館
の
形
の
上
で
の
み
見
る
べ
き
で
な
い
。
日
本
は
大
な
る
東
洋
的
「
美
の
法
門
」
の
開
拓
者
を
失
っ
た
。
こ
れ
は
日
本
だ
け
の
損
失
で
な
い
。

実
に
世
界
的
な
も
の
が
あ
る
。
ま
だ
ま
だ
生
き
て
い
て
、
大
成
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
世
の
中
は
、
そ
う
思
う
よ
う
に
は
行
か
ぬ
。
」

柳
の
「
佛
教
と
獣
米
思
想
」
（
一
九
五
二
年
三
月
）
、
「
先
生
を
訪
ね
て
」
に
お
い
て
も
大
拙
評
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
大
拙
が
西
洋
に
お
い
て
仏
教
、
と
り
わ
け
禅
を
伝
え

る
業
績
を
讃
え
る
な
ど
、
「
佛
教
を
説
く
道
」
と
の
内
容
の
共
通
点
が
み
ら
れ
る
。

鈴
木
大
拙
「
東
洋
と
西
洋
」
『
鈴
木
大
拙
坐
談
集
第
二
巻
』
（
読
売
新
聞
社
、
一
九
七
一
年
）
参
照
。

た
と
え
ば
「
民
芸
運
動
は
何
を
寄
与
し
た
か
」
の
一
文
が
あ
る
。
こ
の
文
章
が
掲
載
さ
れ
た
、
一
九
四
六
年
の
雑
誌
「
エ
藝
』
百
十
五
号
と
一
九
四
八
年
刊
行
の
単
行
本
「
民

と
美
・
下
巻
』
と
の
用
語
変
化
を
比
較
検
討
す
る
と
、
「
仕
事
」
か
ら
「
使
命
」
へ
と
変
化
し
た
例
が
み
ら
れ
る
。
文
中
の
用
語
変
化
は
「
使
命
」
以
外
に
も
な
さ
れ
て
お
り
、

柳
の
明
確
な
意
図
に
よ
っ
て
語
が
選
択
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
引
用
文
の
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
。

「
現
在
の
賓
用
工
芸
の
衰
類
を
救
う
た
め
に
は
、
作
家
と
職
人
と
の
協
同
作
業
が
望
ま
し
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
又
個
人
作
家
の
新
し
い
仕
事
が
あ
る
。
作
家
は
寧
ろ
職

人
の
中
に
自
己
の
仕
事
を
見
出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
」
「
エ
芸
』
百
十
五
号
(
-
九
四
六
年
）
。

「
現
在
の
賓
用
工
芸
の
衰
類
を
救
う
た
め
に
は
、
作
家
と
職
人
と
の
協
同
作
業
が
最
も
望
ま
し
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
個
人
作
家
の
新
し
い
側
甜
．
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

作
家
は
寧
ろ
職
人
の
中
に
自
己
の
仕
事
を
完
成
さ
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
」
『
民
と
美
・
下
巻
』
(
-
九
四
八
年
）
。

な
お
、
一
九
五
四
年
に
改
め
て
「
民
藝
運
動
は
何
を
寄
与
し
た
か
」
が
刊
行
さ
れ
た
際
も
「
使
命
」
を
は
じ
め
、
語
の
変
更
は
残
さ
れ
て
い
る
。

■ 

第
二
章
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デ
ザ
イ
ン
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言
葉
た
ち




