
　
日
本
を
代
表
す
る
思
想
家
の
一
人
で
、
民

藝
運
動
の
創
始
者
と
し
て
知
ら
れ
る
柳
宗
悦

（
１
８
８
９
〜
１
９
６
１
）
は
、
海
軍
少
将

で
あ
っ
た
父
・
楢
悦
と
、
母
・
勝
子
の
三
男

と
し
て
、
現
在
の
東
京
都
港
区
六
本
木
に
生

ま
れ
た
。
幼
く
し
て
父
を
亡
く
し
た
柳
は
、

母
方
の
叔
父
に
あ
た
る
嘉
納
治
五
郎
の
庇
護

の
も
と
に
育
っ
た
。
嘉
納
は
教
育
者
で
、
講

道
館
柔
道
の
創
始
者
で
も
あ
る
。

　
柳
は
学
習
院
高
等
学
科
在
学
中
に
文
学
雑

誌
『
白
樺
』
の
創
刊
に
参
加
す
る
。
同
誌
は

武
者
小
路
実
篤
、
志
賀
直
哉
ら
が
中
心
と
な

り
、
１
９
１
０
年
に
創
刊
号
が
出
さ
れ
、
１

９
２
３
年
ま
で
に
計
１
６
０
号
が
発
行
さ
れ

た
。『
白
樺
』
の
人
々
は
、
キ
リ
ス
ト
教
や

ト
ル
ス
ト
イ
の
文
学
な
ど
に
強
い
影
響
を
受

け
な
が
ら
、「
自
己
に
忠
実
に
生
き
」「
個
性

を
伸
ば
す
こ
と
」
を
主
張
し
た
。

　
柳
は
最
年
少
の
同
人
で
あ
り
な
が
ら
、
得

意
の
英
語
力
を
生
か
し
て
欧
米
の
書
物
を
渉

猟
し
、
宗
教
哲
学
の
研
究
や
西
洋
美
術
の
紹

介
に
努
め
る
一
方
で
、『
白
樺
』
主
催
の
洋

画
展
覧
会
な
ど
に
も
手
腕
を
発
揮
し
た
。
な

お
、
英
国
人
バ
ー
ナ
ー
ド
・
リ
ー
チ
（
１
８

８
７
〜
１
９
７
９
）
と
も
、
こ
の
頃
か
ら
交

友
が
始
ま
っ
た
。

　
誌
上
で
は
同
人
た
ち
が
創
作
し
た
文
芸
作

品
の
み
な
ら
ず
、
西
洋
の
美
術
作
品
も
積
極

的
に
紹
介
さ
れ
、
近
代
精
神
を
模
索
す
る
若

い
文
学
者
や
画
家
、
教
師
た
ち
を
強
く
惹
き

つ
け
て
い
っ
た
。

『
白
樺
』
が
西
洋
文
化
の
紹
介
に
大
き
な
影

響
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
は
、
意
外
に
知
ら

れ
て
い
な
い
が
、
ク
ー
ル
ベ
、
マ
ネ
、
ル
ノ

ア
ー
ル
、セ
ザ
ン
ヌ
、ゴ
ッ
ホ
、ゴ
ー
ギ
ャ
ン
、

マ
テ
ィ
ス
ら
を
い
ち
早
く
日
本
に
紹
介
し
た

の
は
『
白
樺
』
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
近
代
彫
刻
の
父
と
し
て
知
ら
れ
る

オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ロ
ダ
ン
と
の
交
流
も
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ロ
ダ
ン
の
作
品
に

命
の
輝
き
と
魂
の
叫
び
を
感
得
し
た
彼
ら
は
、

そ
の
日
本
で
の
展
観
を
願
い
、
つ
い
に
は
そ

の
熱
意
が
ロ
ダ
ン
の
心
を
動
か
し
て
３
点
の

彫
刻
作
品
を
日
本
に
送
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。

　
１
９
１
３
年
に
撮
影
さ
れ
た
柳
の
書
斎
の

写
真
に
は
、
ロ
ダ
ン
か
ら
贈
ら
れ
た
作
品
の

一
つ
「
ロ
ダ
ン
夫
人
胸
像
」
と
、
ゴ
ッ
ホ
の

「
二
本
の
糸
杉
」
の
複
製
画
が
写
っ
て
い
る
。

　
な
お
、
柳
に
よ
っ
て
そ
の
才
を
見
出
さ
れ
、

後
に
世
界
的
な
版
画
家
と
し
て
活
躍
す
る
棟

方
志
功
は
、
若
き
日
に
『
白
樺
』
に
掲
載
さ

れ
た
ゴ
ッ
ホ
の
向
日
葵
の
絵
を
見
て
感
激
し
、

画
家
を
志
し
て
青
森
か
ら
上
京
し
て
き
た
。

こ
の
よ
う
に
、『
白
樺
』
の
周
辺
か
ら
は
多

く
の
芸
術
家
た
ち
が
誕
生
し
て
い
っ
た
の
で

あ
る
。

　『
白
樺
』
が
創
刊
さ
れ
た
頃
の
日
本
の
若
者

た
ち
の
知
的
関
心
は
、
西
洋
の
こ
と
に
の
み

向
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
だ
が
、
そ

の
よ
う
な
時
代
に
あ
っ
て
、
柳
は
そ
の
風
潮

に
い
た
ず
ら
に
染
ま
る
こ
と
な
く
、
東
洋
と

西
洋
の
文
化
を
常
に
相
対
視
す
る
視
座
を
か

ち
得
て
い
た
。

　
そ
れ
に
は
、
生
涯
の
友
と
な
る
バ
ー
ナ
ー

ド
・
リ
ー
チ
の
存
在
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い

た
よ
う
に
思
う
。
香
港
に
生
ま
れ
た
リ
ー
チ

は
、
生
ま
れ
て
間
も
な
く
母
親
を
失
い
、
日

本
で
英
語
教
師
を
し
て
い
た
祖
父
に
引
き
取

ら
れ
て
、
幼
児
期
を
彦
根
や
京
都
で
過
ご
し

た
。
や
が
て
、
学
齢
期
を
迎
え
英
国
本
土
に

渡
り
、
美
術
学
校
で
絵
画
を
学
ぶ
こ
と
と
な

る
。
だ
が
、
父
の
死
去
に
よ
り
美
術
の
道
が

閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
い
、
一
旦
は
銀
行
員
と
し

て
働
く
こ
と
と
な
っ
た
。

　
し
か
し
、
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
の
文

学
な
ど
に
魅
せ
ら
れ
た
リ
ー
チ
は
、
美
術
へ

の
想
い
や
日
本
へ
の
憧
れ
を
募
ら
せ
、
つ
い

に
は
銀
行
を
や
め
て
、
再
び
ロ
ン
ド
ン
の
美

術
学
校
に
通
う
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ

の
学
校
で
日
本
か
ら
の
留
学
生
高
村
光
太
郎

と
め
ぐ
り
会
っ
た
こ
と
が
、
リ
ー
チ
の
運
命

に
大
き
な
転
機
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
っ
た
。

　
１
９
０
９
年
、
高
村
か
ら
の
招
待
状
を
携

え
リ
ー
チ
は
再
来
日
を
果
た
し
、
東
京
に
到

着
後
は
、
発
足
し
て
間
も
な
い
『
白
樺
』
の

同
人
た
ち
と
交
際
を
始
め
る
。
そ
し
て
、
そ

の
親
密
な
る
交
流
は
、
両
者
に
と
っ
て
実
に

幸
福
な
も
の
と
な
っ
た
。
西
洋
の
価
値
観
を

押
し
付
け
る
こ
と
も
な
く
、
自
ら
進
ん
で
日

本
の
文
化
を
学
び
取
ろ
う
と
す
る
リ
ー
チ
は
、

明
る
く
開
か
れ
た
「
西
洋
の
窓
」
と
な
り
、

瑞
々
し
い
息
吹
を
吹
き
込
ん
で
く
れ
た
の
で

あ
る
。

　
な
か
で
も
、
柳
は
リ
ー
チ
と
の
親
交
を
通

し
て
「
美
と
宗
教
」
へ
の
思
索
を
深
化
さ
せ
、

１
９
１
４
年
に
は
英
国
ロ
マ
ン
主
義
期
の
詩

人
で
あ
り
画
家
で
あ
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
レ

イ
ク
に
関
す
る
本
格
的
な
研
究
書
を
著
し
て

い
く
。
ブ
レ
イ
ク
を
柳
に
紹
介
し
た
の
は
、

ま
さ
に
リ
ー
チ
で
あ
り
、
知
識
よ
り
も
直
観

を
重
視
す
る
考
え
方
は
、
そ
の
後
の
柳
の
芸

術
に
対
す
る
眼
差
し
や
思
想
形
成
に
大
き
な

影
響
を
与
え
て
い
っ
た
。

　
ま
た
、
リ
ー
チ
も
柳
と
の
交
流
の
中
で
、

美
と
生
活
に
即
し
た
日
本
の
芸
術
観
や
美
意

識
を
学
び
取
り
、
そ
れ
を
自
ら
の
成
長
の
糧

と
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
近
代
に
生
き
る

者
と
し
て
、
希
望
や
苦
悩
を
彼
ら
と
共
有
し
、

芸
術
と
生
活
と
の
融
合
と
い
う
新
た
な
道
を

模
索
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　　　
画
家
と
し
て
出
発
し
た
リ
ー
チ
が
、
初
め

て
陶
芸
に
興
味
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は

１
９
１
１
年
の
こ
と
で
あ
る
。
友
人
に
誘
わ

れ
て
参
加
し
た
茶
会
の
席
で
、
楽
焼
を
体
験

し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。
早
速
、

東
京
・
入
谷
に
住
ん
で
い
た
陶
工
・
六
世
尾

形
乾
山
に
入
門
。
そ
の
時
に
通
訳
と
し
て
同

行
し
た
の
が
富
本
憲
吉
で
、
つ
い
に
は
後
に

富
本
も
陶
芸
家
と
し
て
世
に
立
つ
こ
と
と
な

る
。

　
東
洋
陶
磁
の
伝
統
に
倣
い
つ
つ
、
西
洋
陶

器
の
陶
技
や
意
匠
を
取
り
入
れ
た
リ
ー
チ
独

自
の
作
風
は
、
多
く
の
人
の
注
目
す
る
と
こ

ろ
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
芸
術
家
と
し
て
の

意
識
を
保
持
し
な
が
ら
、
暮
ら
し
を
彩
る
器

造
り
を
模
索
す
る
姿
は
、
濱
田
庄
司
、
河
井

寛
次
郎
ら
陶
芸
家
を
志
す
者
た
ち
に
影
響
を

与
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
リ
ー
チ
を
虜
に
し
た
の
は
、

祖
国
の
伝
統
的
陶
器
で
あ
る
ス
リ
ッ
プ
ウ
ェ

ア
。
ス
リ
ッ
プ
ウ
ェ
ア
と
は
、
色
の
異
な
る

ク
リ
ー
ム
状
の
化
粧
土
で
模
様
を
描
き
、

な
ま
り鉛 

ゆ
う釉
を
掛
け
て
低
火
度
で
焼
成
し
た
焼
物

で
あ
る
。
英
国
で
は
18
世
紀
か
ら
19
世
紀
に

か
け
て
、
こ
の
手
法
に
よ
り
、
台
所
や
食
卓

で
使
う
実
用
的
で
簡
素
な
美
し
さ
を
持
っ
た

パ
イ
皿
や
水
差
な
ど
が
、
無
名
陶
工
た
ち
の

手
に
よ
っ
て
数
多
く
作
ら
れ
た
。
だ
が
、
産

業
革
命
が
起
こ
り
機
械
生
産
の
器
が
普
及
し

だ
す
と
、
し
だ
い
に
そ
の
存
在
は
忘
れ
去
ら

れ
て
い
っ
た
。

　
そ
の
よ
う
な
手
作
り
に
よ
る
生
粋
の
英
国

陶
器
の
存
在
を
リ
ー
チ
に
教
え
た
の
は
、
他

な
ら
ぬ
日
本
人
の
友
で
あ
る
柳
と
富
本
で
あ

っ
た
。
こ
の
二
人
は
、
１
９
１
３
年
に

『Q
uaint O

ld English Pottery

（
古
風
な

英
国
陶
器
）』（
１
９
０
９
年
）
と
い
う
本
の

中
で
こ
の
焼
物
を
発
見
し
、
そ
の
二
人
の
感

激
と
驚
き
が
リ
ー
チ
の
心
に
火
を
つ
け
た
の

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
英
国
に
い
た
時
に
は

全
く
知
る
由
も
な
か
っ
た
ス
リ
ッ
プ
ウ
ェ
ア

に
魅
了
さ
れ
た
リ
ー
チ
は
、
自
ら
の
作
品
に

そ
の
手
法
や
意
匠
を
取
り
入
れ
て
い
く
の
で

あ
る
。

　　
英
国
の
伝
統
的
陶
器
ス
リ
ッ
プ
ウ
ェ
ア
に

向
け
ら
れ
て
い
た
柳
の
眼
差
し
は
、
時
を
ほ

ぼ
同
じ
く
し
て
朝
鮮
半
島
の
器
物
に
も
注
が

れ
た
。
き
っ
か
け
は
１
９
１
４
年
の
こ
と
で

あ
る
。

　
当
時
、
千
葉
県
我
孫
子
に
住
ん
で
い
た
柳

の
も
と
へ
、『
白
樺
』
の
愛
読
者
で
あ
っ
た

浅
川
の
り伯 

た
か教
が
、
ロ
ダ
ン
の
彫
刻
を
見
る
た
め

に
、
ソ
ウ
ル
か
ら
朝
鮮
時
代
の
焼
物
を
手
土

産
に
訪
ね
て
き
た
。
浅
川
は
教
鞭
を
執
る
か

た
わ
ら
彫
刻
家
を
志
し
て
お
り
、
朝
鮮
陶
磁

史
の
研
究
に
も
情
熱
を
傾
け
て
い
た
。

　
す
る
と
柳
は
、
柔
和
な
表
情
を
持
つ
こ
の

朝
鮮
陶
磁
器
に
す
っ
か
り
魅
了
さ
れ
て
し
ま

う
。
ス
リ
ッ
プ
ウ
ェ
ア
の
時
も
そ
う
で
あ
っ

た
が
、
用
い
る
た
め
に
作
ら
れ
た
器
物
が
、

な
ぜ
か
く
も
美
し
く
な
る
の
か
、
そ
の
美
の

神
秘
に
引
き
込
ま
れ
て
い
っ
た
の
だ
。

　
こ
の
出
会
い
を
契
機
に
し
て
、
日
常
の
器

物
に
宿
る
、
豊
か
な
民
族
性
や
固
有
の
造
形

美
を
見
出
し
た
柳
は
、
１
９
２
１
年
に
は
日

本
で
最
初
の「
朝
鮮
民
族
美
術
展
」を
開
催
し
、

翌
年
に
は
『
朝
鮮
と
そ
の
芸
術
』
な
ど
の
出

版
物
を
刊
行
。
１
９
２
４
年
に
は
「
朝
鮮
民

族
美
術
館
」
を
ソ
ウ
ル
に
開
設
し
、
そ
の
美

の
紹
介
に
努
め
た
。

　
な
お
、
柳
の
関
心
は
「
器
物
の
美
」
に
止

ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
あ
る
場
合
に
は

日
本
政
府
に
よ
る
植
民
地
政
策
へ
の
批
判
と

な
り
、
同
化
政
策
へ
の
異
議
申
し
立
て
や
民

族
文
化
の
擁
護
と
な
っ
て
表
れ
た
。
美
し
き

器
物
へ
の
愛
が
、
そ
れ
を
生
み
出
し
た
人
々

に
注
が
れ
る
こ
と
は
、
柳
に
と
っ
て
は
当
然

の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
柳
の
想
い
に
対
し
て
、

反
感
は
日
本
側
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
思
い

も
よ
ら
ぬ
こ
と
に
朝
鮮
の
側
か
ら
も
起
こ
っ

た
。「
下
賎
な
民
の
作
っ
た
品
々
で
朝
鮮
の

美
な
ど
語
ら
れ
る
の
は
、誠
に
以
て
迷
惑
だ
」

（
柳
宗
悦
「
四
十
年
の
回
想
」
１
９
５
９
年
）

と
い
う
の
で
あ
る
。

　
誰
か
ら
も
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、

職
人
の
手
に
な
る
民
衆
の
日
常
の
器
物
に
美

を
見
出
し
、
そ
れ
を
美
の
対
象
と
し
て
評
価

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
に
革
命
的

な
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
。

　　 

　
　

　
ス
リ
ッ
プ
ウ
ェ
ア
や
朝
鮮
陶
磁
器
と
の
出

会
い
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
、「
暮
ら
し
の
美
」

へ
の
眼
差
し
が
自
国
日
本
へ
と
向
け
ら
れ
た

時
、
ま
ず
柳
の
眼
を
引
き
つ
け
た
も
の
は
、

も
く木 

じ
き喰 

ぶ
つ仏

と
呼
ば
れ
る
江
戸
期
の
民
間
の
木
彫

仏
で
あ
っ
た
。

　
従
来
の
仏
教
彫
刻
の
様
式
に
と
ら
わ
れ
な

い
、
奔
放
さ
と
独
創
性
を
持
っ
た
こ
の
仏
像

に
着
目
し
た
柳
は
、
１
９
２
４
年
か
ら
約
３

年
間
に
わ
た
り
、
そ
の
調
査
の
た
め
に
日
本

国
中
を
巡
る
こ
と
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
縁

は
異
な
も
の
、
こ
の
木
喰
調
査
の
旅
は
同
時

に
日
本
各
地
の
手
仕
事
を
発
見
す
る
旅
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

　
柳
が
見
と
ど
け
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
の

か
。
そ
れ
は
、
彼
自
身
が
述
べ
て
い
る
よ
う

に
「
極
め
て
地
方
的
な
郷
土
的
な
民
間
的
な

も
の
、
自
然
の
中
か
ら
湧
き
上
が
る
作
為
な

き
製
品
に
、
真
の
美
が
あ
り
法
則
が
あ
る
」

（
柳
宗
悦
「
木
喰
上
人
発
見
の
縁
起
」
１
９

２
５
年
）
と
い
う
事
実
で
あ
っ
た
。

　
そ
し
て
、
濱
田
を
介
し
て
河
井
と
親
交
を

結
ん
だ
柳
は
、
木
喰
仏
調
査
の
旅
の
中
で
見

つ
け
た
日
本
各
地
の
手
仕
事
や
、
英
国
の
雑

器
ス
リ
ッ
プ
ウ
ェ
ア
、
京
都
の
朝
市
で
買
い

求
め
た
げ下 

て手 

も
の物
と
呼
ば
れ
る
日
常
の
器
物
な

ど
を
通
し
て
、
民
衆
の
日
常
品
が
宿
す
美
に

対
す
る
認
識
や
共
感
を
、
彼
ら
と
深
め
合
っ

て
い
く
の
で
あ
る
。

　
こ
の
３
人
に
よ
っ
て
、
民
衆
的
工
芸
の
意

か
ら
「
民
藝
」
と
い
う
新
し
い
語
が
生
み
出

さ
れ
た
の
は
、
１
９
２
５
年
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
民
藝
と
は
最
も
深
く
人
間
の
生
活
に
交

わ
る
品
物
の
分
野
で
あ
り
、
民
藝
品
と
は
生

活
の
知
恵
や
美
意
識
が
結
晶
化
し
た
も
の
と

い
え
よ
う
。
　

　
濱
田
や
河
井
は
そ
こ
か
ら
美
の
滋
養
を
汲

み
取
り
な
が
ら
、
日
々
の
暮
ら
し
に
寄
り
添

う
品
々
を
制
作
し
て
い
っ
た
。
一
方
の
リ
ー

チ
も
、
英
国
に
帰
国
し
た
後
も
た
び
た
び
日

本
を
訪
れ
、
柳
た
ち
と
お小 

ん鹿 

た田
焼
な
ど
の
窯

場
を
巡
り
、
日
本
各
地
の
伝
統
的
な
陶
技
を

積
極
的
に
学
び
な
が
ら
、「
西
と
東
を
結
ぶ
」

新
し
い
造
形
の
道
を
拓
い
て
い
っ
た
。

　
柳
は
い
う
。「
真
に
国
民
的
な
郷
士
的
な

性
質
を
持
つ
も
の
は
、
お
互
に
形
こ
そ
違
え
、

そ
の
内
側
に
は
一
つ
に
触
れ
合
う
も
の
の
あ

る
の
を
感
じ
ま
す
」（
柳
宗
悦
『
手
仕
事
の

日
本
』
１
９
４
８
年
）
と
。

　
ま
さ
に
、
柳
を
は
じ
め
リ
ー
チ
た
ち
は
、

内
か
ら
の
視
点
と
外
か
ら
の
視
点
を
交
差
さ

せ
、
互
い
に
影
響
を
与
え
合
い
な
が
ら
、
新

た
な
表
現
形
式
や
文
化
的
価
値
を
創
出
さ
せ

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。 自

宅
書
斎
に
お
け
る

柳
宗
悦（
１
９
１
３
年
）。

当
時
24
歳
で
、こ
の
年
に

東
京
帝
国
大
学
を

卒
業
し
た
。

『
白
樺
』創
刊
10
周
年
記
念
写
真

（
１
９
１
９
年
）。

前
列
の
左
端
が
柳
宗
悦
、

右
か
ら
３
人
目
が
武
者
小
路
実
篤
。

後
列
の
左
か
ら
６
人
目
が
バ
ー
ナ
ー
ド・リ
ー
チ
、

右
か
ら
３
人
目
が
志
賀
直
哉
。

Yanagi MuneyoshiYanagi Muneyoshi

Bernard Leach

柳
と

バ
ー
ナ
ー
ド・リ
ー
チ
の

出
会
い

西
洋
文
化
と
の
出
会
い

―
―『
白
樺
』同
人
と
し
て

 Y
an

agi M
u

neyosh
i and B

ern
ard L

each

暮
ら
し
の
中
で
用
い
ら
れ
て
き
た
手
仕
事
の
日
用
品
に「
美
」を
見
出
し
、物
質
的
な
豊

か
さ
だ
け
で
は
な
い
生
活
を
提
唱
し
、現
代
の
生
活
文
化
に
大
き
な
影
響
を
与
え
続
け

て
い
る
民
藝
運
動
。そ
れ
は
、柳
宗
悦
と
バ
ー
ナ
ー
ド
・
リ
ー
チ
を
中
心
に
、志
を
同
じ
く

す
る
人
々
と
の
交
流
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
。柳
と
リ
ー
チ
の
足
跡
を
た
ど
り
な
が
ら
、内

外
の
視
点
や
東
西
の
価
値
観
の
交
流
が
新
し
い
文
化
を
生
み
出
す
過
程
を
考
察
す
る
。

「
暮
ら
し
の
美
」へ
の
眼
差
し

特
集
／
外
か
ら「
日
本
」を
見
直
す
／
そ
の
７

　民
藝
と
は
何
か

柳
宗
悦
と
バ
ー
ナ
ー
ド・リ
ー
チ
を
巡
っ
て

杉
山 
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日
本
を
代
表
す
る
思
想
家
の
一
人
で
、
民

藝
運
動
の
創
始
者
と
し
て
知
ら
れ
る
柳
宗
悦

（
１
８
８
９
〜
１
９
６
１
）
は
、
海
軍
少
将

で
あ
っ
た
父
・
楢
悦
と
、
母
・
勝
子
の
三
男

と
し
て
、
現
在
の
東
京
都
港
区
六
本
木
に
生

ま
れ
た
。
幼
く
し
て
父
を
亡
く
し
た
柳
は
、

母
方
の
叔
父
に
あ
た
る
嘉
納
治
五
郎
の
庇
護

の
も
と
に
育
っ
た
。
嘉
納
は
教
育
者
で
、
講

道
館
柔
道
の
創
始
者
で
も
あ
る
。

　
柳
は
学
習
院
高
等
学
科
在
学
中
に
文
学
雑

誌
『
白
樺
』
の
創
刊
に
参
加
す
る
。
同
誌
は

武
者
小
路
実
篤
、
志
賀
直
哉
ら
が
中
心
と
な

り
、
１
９
１
０
年
に
創
刊
号
が
出
さ
れ
、
１

９
２
３
年
ま
で
に
計
１
６
０
号
が
発
行
さ
れ

た
。『
白
樺
』
の
人
々
は
、
キ
リ
ス
ト
教
や

ト
ル
ス
ト
イ
の
文
学
な
ど
に
強
い
影
響
を
受

け
な
が
ら
、「
自
己
に
忠
実
に
生
き
」「
個
性

を
伸
ば
す
こ
と
」
を
主
張
し
た
。

　
柳
は
最
年
少
の
同
人
で
あ
り
な
が
ら
、
得

意
の
英
語
力
を
生
か
し
て
欧
米
の
書
物
を
渉

猟
し
、
宗
教
哲
学
の
研
究
や
西
洋
美
術
の
紹

介
に
努
め
る
一
方
で
、『
白
樺
』
主
催
の
洋

画
展
覧
会
な
ど
に
も
手
腕
を
発
揮
し
た
。
な

お
、
英
国
人
バ
ー
ナ
ー
ド
・
リ
ー
チ
（
１
８

８
７
〜
１
９
７
９
）
と
も
、
こ
の
頃
か
ら
交

友
が
始
ま
っ
た
。

　
誌
上
で
は
同
人
た
ち
が
創
作
し
た
文
芸
作

品
の
み
な
ら
ず
、
西
洋
の
美
術
作
品
も
積
極

的
に
紹
介
さ
れ
、
近
代
精
神
を
模
索
す
る
若

い
文
学
者
や
画
家
、
教
師
た
ち
を
強
く
惹
き

つ
け
て
い
っ
た
。

『
白
樺
』
が
西
洋
文
化
の
紹
介
に
大
き
な
影

響
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
は
、
意
外
に
知
ら

れ
て
い
な
い
が
、
ク
ー
ル
ベ
、
マ
ネ
、
ル
ノ

ア
ー
ル
、セ
ザ
ン
ヌ
、ゴ
ッ
ホ
、ゴ
ー
ギ
ャ
ン
、

マ
テ
ィ
ス
ら
を
い
ち
早
く
日
本
に
紹
介
し
た

の
は
『
白
樺
』
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
近
代
彫
刻
の
父
と
し
て
知
ら
れ
る

オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ロ
ダ
ン
と
の
交
流
も
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ロ
ダ
ン
の
作
品
に

命
の
輝
き
と
魂
の
叫
び
を
感
得
し
た
彼
ら
は
、

そ
の
日
本
で
の
展
観
を
願
い
、
つ
い
に
は
そ

の
熱
意
が
ロ
ダ
ン
の
心
を
動
か
し
て
３
点
の

彫
刻
作
品
を
日
本
に
送
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。

　
１
９
１
３
年
に
撮
影
さ
れ
た
柳
の
書
斎
の

写
真
に
は
、
ロ
ダ
ン
か
ら
贈
ら
れ
た
作
品
の

一
つ
「
ロ
ダ
ン
夫
人
胸
像
」
と
、
ゴ
ッ
ホ
の

「
二
本
の
糸
杉
」
の
複
製
画
が
写
っ
て
い
る
。

　
な
お
、
柳
に
よ
っ
て
そ
の
才
を
見
出
さ
れ
、

後
に
世
界
的
な
版
画
家
と
し
て
活
躍
す
る
棟

方
志
功
は
、
若
き
日
に
『
白
樺
』
に
掲
載
さ

れ
た
ゴ
ッ
ホ
の
向
日
葵
の
絵
を
見
て
感
激
し
、

画
家
を
志
し
て
青
森
か
ら
上
京
し
て
き
た
。

こ
の
よ
う
に
、『
白
樺
』
の
周
辺
か
ら
は
多

く
の
芸
術
家
た
ち
が
誕
生
し
て
い
っ
た
の
で

あ
る
。

　『
白
樺
』
が
創
刊
さ
れ
た
頃
の
日
本
の
若
者

た
ち
の
知
的
関
心
は
、
西
洋
の
こ
と
に
の
み

向
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
だ
が
、
そ

の
よ
う
な
時
代
に
あ
っ
て
、
柳
は
そ
の
風
潮

に
い
た
ず
ら
に
染
ま
る
こ
と
な
く
、
東
洋
と

西
洋
の
文
化
を
常
に
相
対
視
す
る
視
座
を
か

ち
得
て
い
た
。

　
そ
れ
に
は
、
生
涯
の
友
と
な
る
バ
ー
ナ
ー

ド
・
リ
ー
チ
の
存
在
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い

た
よ
う
に
思
う
。
香
港
に
生
ま
れ
た
リ
ー
チ

は
、
生
ま
れ
て
間
も
な
く
母
親
を
失
い
、
日

本
で
英
語
教
師
を
し
て
い
た
祖
父
に
引
き
取

ら
れ
て
、
幼
児
期
を
彦
根
や
京
都
で
過
ご
し

た
。
や
が
て
、
学
齢
期
を
迎
え
英
国
本
土
に

渡
り
、
美
術
学
校
で
絵
画
を
学
ぶ
こ
と
と
な

る
。
だ
が
、
父
の
死
去
に
よ
り
美
術
の
道
が

閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
い
、
一
旦
は
銀
行
員
と
し

て
働
く
こ
と
と
な
っ
た
。

　
し
か
し
、
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
の
文

学
な
ど
に
魅
せ
ら
れ
た
リ
ー
チ
は
、
美
術
へ

の
想
い
や
日
本
へ
の
憧
れ
を
募
ら
せ
、
つ
い

に
は
銀
行
を
や
め
て
、
再
び
ロ
ン
ド
ン
の
美

術
学
校
に
通
う
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ

の
学
校
で
日
本
か
ら
の
留
学
生
高
村
光
太
郎

と
め
ぐ
り
会
っ
た
こ
と
が
、
リ
ー
チ
の
運
命

に
大
き
な
転
機
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
っ
た
。

　
１
９
０
９
年
、
高
村
か
ら
の
招
待
状
を
携

え
リ
ー
チ
は
再
来
日
を
果
た
し
、
東
京
に
到

着
後
は
、
発
足
し
て
間
も
な
い
『
白
樺
』
の

同
人
た
ち
と
交
際
を
始
め
る
。
そ
し
て
、
そ

の
親
密
な
る
交
流
は
、
両
者
に
と
っ
て
実
に

幸
福
な
も
の
と
な
っ
た
。
西
洋
の
価
値
観
を

押
し
付
け
る
こ
と
も
な
く
、
自
ら
進
ん
で
日

本
の
文
化
を
学
び
取
ろ
う
と
す
る
リ
ー
チ
は
、

明
る
く
開
か
れ
た
「
西
洋
の
窓
」
と
な
り
、

瑞
々
し
い
息
吹
を
吹
き
込
ん
で
く
れ
た
の
で

あ
る
。

　
な
か
で
も
、
柳
は
リ
ー
チ
と
の
親
交
を
通

し
て
「
美
と
宗
教
」
へ
の
思
索
を
深
化
さ
せ
、

１
９
１
４
年
に
は
英
国
ロ
マ
ン
主
義
期
の
詩

人
で
あ
り
画
家
で
あ
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
レ

イ
ク
に
関
す
る
本
格
的
な
研
究
書
を
著
し
て

い
く
。
ブ
レ
イ
ク
を
柳
に
紹
介
し
た
の
は
、

ま
さ
に
リ
ー
チ
で
あ
り
、
知
識
よ
り
も
直
観

を
重
視
す
る
考
え
方
は
、
そ
の
後
の
柳
の
芸

術
に
対
す
る
眼
差
し
や
思
想
形
成
に
大
き
な

影
響
を
与
え
て
い
っ
た
。

　
ま
た
、
リ
ー
チ
も
柳
と
の
交
流
の
中
で
、

美
と
生
活
に
即
し
た
日
本
の
芸
術
観
や
美
意

識
を
学
び
取
り
、
そ
れ
を
自
ら
の
成
長
の
糧

と
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
近
代
に
生
き
る

者
と
し
て
、
希
望
や
苦
悩
を
彼
ら
と
共
有
し
、

芸
術
と
生
活
と
の
融
合
と
い
う
新
た
な
道
を

模
索
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　　　
画
家
と
し
て
出
発
し
た
リ
ー
チ
が
、
初
め

て
陶
芸
に
興
味
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は

１
９
１
１
年
の
こ
と
で
あ
る
。
友
人
に
誘
わ

れ
て
参
加
し
た
茶
会
の
席
で
、
楽
焼
を
体
験

し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。
早
速
、

東
京
・
入
谷
に
住
ん
で
い
た
陶
工
・
六
世
尾

形
乾
山
に
入
門
。
そ
の
時
に
通
訳
と
し
て
同

行
し
た
の
が
富
本
憲
吉
で
、
つ
い
に
は
後
に

富
本
も
陶
芸
家
と
し
て
世
に
立
つ
こ
と
と
な

る
。

　
東
洋
陶
磁
の
伝
統
に
倣
い
つ
つ
、
西
洋
陶

器
の
陶
技
や
意
匠
を
取
り
入
れ
た
リ
ー
チ
独

自
の
作
風
は
、
多
く
の
人
の
注
目
す
る
と
こ

ろ
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
芸
術
家
と
し
て
の

意
識
を
保
持
し
な
が
ら
、
暮
ら
し
を
彩
る
器

造
り
を
模
索
す
る
姿
は
、
濱
田
庄
司
、
河
井

寛
次
郎
ら
陶
芸
家
を
志
す
者
た
ち
に
影
響
を

与
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
リ
ー
チ
を
虜
に
し
た
の
は
、

祖
国
の
伝
統
的
陶
器
で
あ
る
ス
リ
ッ
プ
ウ
ェ

ア
。
ス
リ
ッ
プ
ウ
ェ
ア
と
は
、
色
の
異
な
る

ク
リ
ー
ム
状
の
化
粧
土
で
模
様
を
描
き
、

な
ま
り鉛 

ゆ
う釉
を
掛
け
て
低
火
度
で
焼
成
し
た
焼
物

で
あ
る
。
英
国
で
は
18
世
紀
か
ら
19
世
紀
に

か
け
て
、
こ
の
手
法
に
よ
り
、
台
所
や
食
卓

で
使
う
実
用
的
で
簡
素
な
美
し
さ
を
持
っ
た

パ
イ
皿
や
水
差
な
ど
が
、
無
名
陶
工
た
ち
の

手
に
よ
っ
て
数
多
く
作
ら
れ
た
。
だ
が
、
産

業
革
命
が
起
こ
り
機
械
生
産
の
器
が
普
及
し

だ
す
と
、
し
だ
い
に
そ
の
存
在
は
忘
れ
去
ら

れ
て
い
っ
た
。

　
そ
の
よ
う
な
手
作
り
に
よ
る
生
粋
の
英
国

陶
器
の
存
在
を
リ
ー
チ
に
教
え
た
の
は
、
他

な
ら
ぬ
日
本
人
の
友
で
あ
る
柳
と
富
本
で
あ

っ
た
。
こ
の
二
人
は
、
１
９
１
３
年
に

『Q
uaint O

ld English Pottery

（
古
風
な

英
国
陶
器
）』（
１
９
０
９
年
）
と
い
う
本
の

中
で
こ
の
焼
物
を
発
見
し
、
そ
の
二
人
の
感

激
と
驚
き
が
リ
ー
チ
の
心
に
火
を
つ
け
た
の

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
英
国
に
い
た
時
に
は

全
く
知
る
由
も
な
か
っ
た
ス
リ
ッ
プ
ウ
ェ
ア

に
魅
了
さ
れ
た
リ
ー
チ
は
、
自
ら
の
作
品
に

そ
の
手
法
や
意
匠
を
取
り
入
れ
て
い
く
の
で

あ
る
。

　　
英
国
の
伝
統
的
陶
器
ス
リ
ッ
プ
ウ
ェ
ア
に

向
け
ら
れ
て
い
た
柳
の
眼
差
し
は
、
時
を
ほ

ぼ
同
じ
く
し
て
朝
鮮
半
島
の
器
物
に
も
注
が

れ
た
。
き
っ
か
け
は
１
９
１
４
年
の
こ
と
で

あ
る
。

　
当
時
、
千
葉
県
我
孫
子
に
住
ん
で
い
た
柳

の
も
と
へ
、『
白
樺
』
の
愛
読
者
で
あ
っ
た

浅
川
の
り伯 

た
か教
が
、
ロ
ダ
ン
の
彫
刻
を
見
る
た
め

に
、
ソ
ウ
ル
か
ら
朝
鮮
時
代
の
焼
物
を
手
土

産
に
訪
ね
て
き
た
。
浅
川
は
教
鞭
を
執
る
か

た
わ
ら
彫
刻
家
を
志
し
て
お
り
、
朝
鮮
陶
磁

史
の
研
究
に
も
情
熱
を
傾
け
て
い
た
。

　
す
る
と
柳
は
、
柔
和
な
表
情
を
持
つ
こ
の

朝
鮮
陶
磁
器
に
す
っ
か
り
魅
了
さ
れ
て
し
ま

う
。
ス
リ
ッ
プ
ウ
ェ
ア
の
時
も
そ
う
で
あ
っ

た
が
、
用
い
る
た
め
に
作
ら
れ
た
器
物
が
、

な
ぜ
か
く
も
美
し
く
な
る
の
か
、
そ
の
美
の

神
秘
に
引
き
込
ま
れ
て
い
っ
た
の
だ
。

　
こ
の
出
会
い
を
契
機
に
し
て
、
日
常
の
器

物
に
宿
る
、
豊
か
な
民
族
性
や
固
有
の
造
形

美
を
見
出
し
た
柳
は
、
１
９
２
１
年
に
は
日

本
で
最
初
の「
朝
鮮
民
族
美
術
展
」を
開
催
し
、

翌
年
に
は
『
朝
鮮
と
そ
の
芸
術
』
な
ど
の
出

版
物
を
刊
行
。
１
９
２
４
年
に
は
「
朝
鮮
民

族
美
術
館
」
を
ソ
ウ
ル
に
開
設
し
、
そ
の
美

の
紹
介
に
努
め
た
。

　
な
お
、
柳
の
関
心
は
「
器
物
の
美
」
に
止

ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
あ
る
場
合
に
は

日
本
政
府
に
よ
る
植
民
地
政
策
へ
の
批
判
と

な
り
、
同
化
政
策
へ
の
異
議
申
し
立
て
や
民

族
文
化
の
擁
護
と
な
っ
て
表
れ
た
。
美
し
き

器
物
へ
の
愛
が
、
そ
れ
を
生
み
出
し
た
人
々

に
注
が
れ
る
こ
と
は
、
柳
に
と
っ
て
は
当
然

の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
柳
の
想
い
に
対
し
て
、

反
感
は
日
本
側
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
思
い

も
よ
ら
ぬ
こ
と
に
朝
鮮
の
側
か
ら
も
起
こ
っ

た
。「
下
賎
な
民
の
作
っ
た
品
々
で
朝
鮮
の

美
な
ど
語
ら
れ
る
の
は
、誠
に
以
て
迷
惑
だ
」

（
柳
宗
悦
「
四
十
年
の
回
想
」
１
９
５
９
年
）

と
い
う
の
で
あ
る
。

　
誰
か
ら
も
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、

職
人
の
手
に
な
る
民
衆
の
日
常
の
器
物
に
美

を
見
出
し
、
そ
れ
を
美
の
対
象
と
し
て
評
価

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
に
革
命
的

な
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
。

　　 

　
　

　
ス
リ
ッ
プ
ウ
ェ
ア
や
朝
鮮
陶
磁
器
と
の
出

会
い
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
、「
暮
ら
し
の
美
」

へ
の
眼
差
し
が
自
国
日
本
へ
と
向
け
ら
れ
た

時
、
ま
ず
柳
の
眼
を
引
き
つ
け
た
も
の
は
、

も
く木 

じ
き喰 

ぶ
つ仏

と
呼
ば
れ
る
江
戸
期
の
民
間
の
木
彫

仏
で
あ
っ
た
。

　
従
来
の
仏
教
彫
刻
の
様
式
に
と
ら
わ
れ
な

い
、
奔
放
さ
と
独
創
性
を
持
っ
た
こ
の
仏
像

に
着
目
し
た
柳
は
、
１
９
２
４
年
か
ら
約
３

年
間
に
わ
た
り
、
そ
の
調
査
の
た
め
に
日
本

国
中
を
巡
る
こ
と
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
縁

は
異
な
も
の
、
こ
の
木
喰
調
査
の
旅
は
同
時

に
日
本
各
地
の
手
仕
事
を
発
見
す
る
旅
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

　
柳
が
見
と
ど
け
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
の

か
。
そ
れ
は
、
彼
自
身
が
述
べ
て
い
る
よ
う

に
「
極
め
て
地
方
的
な
郷
土
的
な
民
間
的
な

も
の
、
自
然
の
中
か
ら
湧
き
上
が
る
作
為
な

き
製
品
に
、
真
の
美
が
あ
り
法
則
が
あ
る
」

（
柳
宗
悦
「
木
喰
上
人
発
見
の
縁
起
」
１
９

２
５
年
）
と
い
う
事
実
で
あ
っ
た
。

　
そ
し
て
、
濱
田
を
介
し
て
河
井
と
親
交
を

結
ん
だ
柳
は
、
木
喰
仏
調
査
の
旅
の
中
で
見

つ
け
た
日
本
各
地
の
手
仕
事
や
、
英
国
の
雑

器
ス
リ
ッ
プ
ウ
ェ
ア
、
京
都
の
朝
市
で
買
い

求
め
た
げ下 

て手 

も
の物
と
呼
ば
れ
る
日
常
の
器
物
な

ど
を
通
し
て
、
民
衆
の
日
常
品
が
宿
す
美
に

対
す
る
認
識
や
共
感
を
、
彼
ら
と
深
め
合
っ

て
い
く
の
で
あ
る
。

　
こ
の
３
人
に
よ
っ
て
、
民
衆
的
工
芸
の
意

か
ら
「
民
藝
」
と
い
う
新
し
い
語
が
生
み
出

さ
れ
た
の
は
、
１
９
２
５
年
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
民
藝
と
は
最
も
深
く
人
間
の
生
活
に
交

わ
る
品
物
の
分
野
で
あ
り
、
民
藝
品
と
は
生

活
の
知
恵
や
美
意
識
が
結
晶
化
し
た
も
の
と

い
え
よ
う
。
　

　
濱
田
や
河
井
は
そ
こ
か
ら
美
の
滋
養
を
汲

み
取
り
な
が
ら
、
日
々
の
暮
ら
し
に
寄
り
添

う
品
々
を
制
作
し
て
い
っ
た
。
一
方
の
リ
ー

チ
も
、
英
国
に
帰
国
し
た
後
も
た
び
た
び
日

本
を
訪
れ
、
柳
た
ち
と
お小 

ん鹿 

た田
焼
な
ど
の
窯

場
を
巡
り
、
日
本
各
地
の
伝
統
的
な
陶
技
を

積
極
的
に
学
び
な
が
ら
、「
西
と
東
を
結
ぶ
」

新
し
い
造
形
の
道
を
拓
い
て
い
っ
た
。

　
柳
は
い
う
。「
真
に
国
民
的
な
郷
士
的
な

性
質
を
持
つ
も
の
は
、
お
互
に
形
こ
そ
違
え
、

そ
の
内
側
に
は
一
つ
に
触
れ
合
う
も
の
の
あ

る
の
を
感
じ
ま
す
」（
柳
宗
悦
『
手
仕
事
の

日
本
』
１
９
４
８
年
）
と
。

　
ま
さ
に
、
柳
を
は
じ
め
リ
ー
チ
た
ち
は
、

内
か
ら
の
視
点
と
外
か
ら
の
視
点
を
交
差
さ

せ
、
互
い
に
影
響
を
与
え
合
い
な
が
ら
、
新

た
な
表
現
形
式
や
文
化
的
価
値
を
創
出
さ
せ

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

「
暮
ら
し
の
美
」の
発
見

陶
芸
家

バ
ー
ナ
ー
ド・リ
ー
チ
の

誕
生

西
洋
の
美
術
か
ら

東
洋
の
工
芸
へ

日
本
民
藝
館
学
芸
部
長
。
１
９
５
７
年
生
ま
れ
。
早

稲
田
大
学
卒
業
後
、
日
本
民
藝
館
に
学
芸
員
と
し
て

勤
務
。
２
０
０
８
年
よ
り
現
職
。『
N
H
K 

美
の
壺

―
柳
宗
悦
の
民
藝
』『
染
色
の
挑
戦 

芹
沢
銈
介
』『
柳

宗
悦 

民
藝
の
旅
』
等
への
寄
稿
が
あ
る
。
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「
染
付
秋
草
文
面
取
壺
」

朝
鮮
時
代

18
世
紀
前
半

浅
川
伯
教
か
ら

柳
に
贈
ら
れ
た

朝
鮮
の
壺
。

「
緑
釉
櫛
描
水
差
」

バ
ー
ナ
ー
ド・リ
ー
チ
作

大
分
県・小
鹿
田

１
９
５
４
年

小
鹿
田
の
土
と
釉
薬
、

伝
統
的
な
技
を
用
い
て
制
作
さ
れ
た
。

リ
ー
チ
式
の
ハン
ド
ル
の
付
け
方
は

陶
工
た
ち
に
伝
授
さ
れ
、今
日
で
は

小
鹿
田
焼
の
新
し
い
伝
統
と
な
って
い
る
。

「
楽
焼
兎
文
皿
」

バ
ー
ナ
ー
ド・リ
ー
チ
作

我
孫
子
窯

１
９
１
７
年

日
本
の
楽
焼
と

ス
リ
ッ
プ
ウ
ェア
の
手
法
や

意
匠
を
融
合
さ
せ
た

リ
ー
チ
初
期
の
代
表
作
。
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