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は
じ
め
に
―
―
問
題
の
所
在

柳
宗
悦
は
、
民
芸
運
動
の
創
始
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
の
分
野
で
も
卓
越
し
、
多
彩
な
能
力

を
発
揮
し
て
多
様
な
キ
ャ
リ
ア
を
築
い
た
人
物
で
も
あ
っ
た
。
柳
の
学
習
院
時
代
の
恩
師
で
仏
教
学
者
鈴
木
大
拙

は
、
先
に
逝
っ
た
柳）

1
（

の
こ
と
を
、
葬
儀
の
際
の
弔
辞
で
、「
君
〔
＝
柳
〕
は
天
才
の
人
で
あ
っ
た
。
独
創
の
見
に

富
ん
で
い
た
」
と
評
し
て
い
る）

2
（

。
こ
れ
は
、
様
々
な
分
野
に
お
い
て
「
独
創
の
見
」
を
発
揮
し
た
柳
の
生
涯
を
言

い
あ
て
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
柳
研
究
で
著
名
な
中
見
真
理
も
、「
柳
は
、
民
芸
を
こ
え
て
実
に
多
種
多
様

な
活
動
を
し
た
人
物
で
あ
っ
た
。〔
…
…
〕
柳
は
、
優
れ
た
何
人
分
も
の
人
生
を
束
ね
た
よ
う
な
、
た
ぐ
い
ま
れ
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な
生
涯
を
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
に
生
き
抜
い
た
の
で
あ
る）

3
（

」
と
柳
の
多
彩
な
能
力
と
キ
ャ
リ
ア
に
つ
い
て
述
べ
て
い

る
。
中
見
の
言
う
「
多
種
多
様
な
活
動
」
と
は
、
具
体
的
に
は
、
朝
鮮
民
族
美
術
館
の
設
立
を
は
じ
め
、
ウ
ィ
リ

ア
ム
・
ブ
レ
イ
ク
や
、
木
喰
仏
、
妙
光
人
の
研
究
、
民
芸
運
動
の
推
進
な
ど
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
柳
は
、

民
芸
運
動
以
外
に
も
様
々
な
分
野
に
足
跡
を
残
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
功
績
を
挙
げ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
柳
に
つ
い
て
、
文
化
人
類
学
者
の
松
井
健
は
、「
人
間
・
柳
宗
悦
に
つ
い
て
、
そ
の
全
体
を
よ
り
多
角
的

に
み
る
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
の
民
藝
に
つ
い
て
考
え
た
り
、
民
藝
運
動
の
歴
史
と
未
来
を
考
え
る
時
に
、
重
要
な

転
回
を
用
意
し
て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る）

4
（

」
と
指
摘
し
て
い
る
。
松
井
は
柳
に
対
す
る
多
角
的
な
研
究
の
必
要

性
を
指
摘
し
て
い
る
の
だ
。
実
際
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
柳
が
足
跡
を
残
し
た
様
々
な
分
野
に
つ
い
て
、
近
年
、

多
角
的
な
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

一
方
、
お
茶
や
食
文
化
と
と
も
に
民
芸
の
研
究
で
も
著
名
な
熊
倉
功
夫
は
、
柳
が
様
々
な
人
物
に
書
き
送
っ
た
、

お
よ
そ
四
千
七
百
通
に
も
上
る
書
簡
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
あ
げ
、「
柳
宗
悦
の
民
藝
運
動
の
理
論
と
実
態
は
、

こ
の
書
簡
集
に
よ
っ
て
も
う
一
度
再
構
成
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う）

5
（

」
と
、
書
簡
か
ら
み
る
柳
宗
悦
研
究
の
有
用
性

を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
指
摘
を
踏
ま
え
て
、『
柳
宗
悦
全
集
』
を
中
心
に
残
さ
れ
て
い
る
「
四
千
七
百
通
」
の

柳
の
書
簡
に
眼
を
通
し
て
み
る
と
、
柳
宗
悦
へ
の
「
多
角
的
」
な
見
方
の
一
つ
に
気
が
つ
く
こ
と
が
で
き
る
。
そ

れ
は
、
経
営
者
と
し
て
の
柳
と
い
う
視
点
で
あ
る
。
柳
宗
悦
が
実
は
有
能
な
経
営
者
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
民
芸

運
動
は
持
続
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
。
民
芸
運
動
は
現
在
、
や
や
衰
退
傾
向
に
あ
る
と
は
い
え
、
運
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動
の
継
続
性
に
つ
い
て
は
、
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る）

6
（

。
民
芸
運
動
が
九
十
年
以
上
継
続
し
て
い
る
の
は
、
民
芸
館

お
よ
び
民
芸
協
会
に
対
す
る
柳
の
経
営
が
非
常
に
優
れ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
事
実
、
民
芸
運
動
を

推
進
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
民
芸
館
を
維
持
す
る
と
か
、
全
国
組
織
の
民
芸
協
会
を
運
営
す
る
と
か
、
運
動
体
を

「
経
営
」
す
る
必
要
に
直
面
す
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
い
う
の
が
、
極
め
て
重
要
と

な
る
は
ず
で
あ
る
。
自
ら
が
没
し
た
後
も
な
お
継
続
す
る
民
芸
運
動
を
創
設
し
た
柳
に
は
「
経
営
」
に
関
す
る
高

い
能
力
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
柳
が
も
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
卓
越
し
た
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
能
力

に
対
す
る
研
究
が
い
ま
ま
で
行
わ
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

上
加
茂
民
芸
協
団
の
失
敗
や
三
宅
忠
一
の
民
芸
協
団
の
設
立
な
ど
の
出
来
事）

7
（

の
影
響
も
あ
っ
て
か
、
柳
は
経
営

者
と
し
て
評
価
さ
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
。
ま
た
、
晩
年
の
柳
、
特
に
『
美
の
法
門
』
を
著
し
て
以
降
の

柳
は
、
宗
教
哲
学
者
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
く
、
そ
う
し
た
後
年
の
印
象
に
も
引
き
ず
ら
れ
る
形
で
経
営
者
と

し
て
の
柳
を
考
え
る
こ
と
や
、
経
営
者
と
し
て
の
柳
が
研
究
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
上
述
の
通
り
、
柳
は
経
営
者
と
し
て
の
高
い
資
質
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ

で
、
本
書
で
は
、
今
ま
で
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
経
営
者
と
し
て
の
柳
を
研
究
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
た
い
。
さ
ら
に
こ
う
し
た
視
点
で
柳
を
見
る
こ
と
で
、
民
芸
運
動
が
柳
の
高
い
経
営
力
に
よ
っ
て
、
極
め
て

合
理
的
に
運
営
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。


