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柳宗悦の民藝思想における「健康の美」概念の形成と展開（水津智博）

柳
宗
悦
の
民
藝
思
想
に
お
け
る
「
健
康
の
美
」
概
念
の
形
成
と
展
開

　
　
　
　

水　

津　

智　

博

﹇
キ
ー
ワ
ー
ド
：
①
柳
宗
悦　

②
民
藝　

③
健
康　

④
病
い　

⑤
生
活
﹈

※
引
用
史
料
中
の
旧
字
体
に
つ
い
て
は
、
適
宜
新
字
体
に
改
め
て
あ
る
。
た
だ
し
、
仮
名
遣
い
に
つ
い
て
は
、
原
文
の
ま
ま
と
し

た
。

※
引
用
文
中
に
補
足
や
解
説
が
必
要
と
思
わ
れ
る
場
合
は
、
筆
者
註
〔　

〕
を
補
っ
た
。
な
お
、
引
用
文
中
の
傍
線
部
は
、
筆
者

が
付
し
た
も
の
で
あ
る
。

※
『
全
集
』
は
『
柳
宗
悦
全
集
』
第
一
〜
二
二
巻
下
（
筑
摩
書
房
、
一
九
八
一
〜
一
九
九
二
年
）
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

は
じ
め
に

　
「
民
衆
的
工
藝
」
か
ら
「
民
藝
」
と
い
う
言
葉
を
生
み
出
し
、
自
ら
そ
の
普
及
と
発
展
を
指
導
し
た
美
術
思
想
家
の
柳
宗
悦
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（
一
八
八
九
〜
一
九
六
一
）
は
、
一
般
に
「
宗
教
哲
学
者
」「
美
学
者
」「
平
和
思
想
家
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
柳
が
そ
の
一

生
に
お
い
て
発
揮
し
た
思
想
と
実
践
は
、「
モ
ノ
」
を
「
直
観
」
し
、
そ
の
背
後
に
潜
む
「
自
然
」「
人
」「
歴
史
」「
生
活
文
化
」

を
「
近
代
」
の
な
か
で
複
合
的
に
捉
え
直
す
営
み
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
今
日
で
も
な
お
、
そ
の
存
在
を
東
京
駒
場
か
ら
語
り

続
け
る
日
本
民
藝
館
は
、
柳
の
思
索
が
い
か
に
深
く
、
そ
し
て
複
雑
で
あ
っ
た
か
を
鮮
明
に
伝
え
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
、
そ
の
よ
う
な
柳
の
民
藝
思
想
を
「
健
康
の
美
」
と
い
う
側
面
か
ら
検
討
し
て
み
た
い
。
柳
は
自
身
の
民
藝
論
及
び

民
藝
運
動
の
な
か
で
「
健
康
の
美
」
を
最
も
重
要
な
概
念
と
し
て
掲
げ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、「
美
の
本
道
」
と
位
置
づ
け
ら
れ

た
そ
の
よ
う
な
「
健
康
の
美
」
の
意
味
と
実
像
は
、
従
来
の
研
究
に
お
い
て
十
分
に
問
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た）

1
（

。
柳
が
強
調
し
た

「
健
康
の
美
」
は
、
単
に
「
モ
ノ
」
の
美
し
さ
を
言
い
当
て
た
表
現
に
と
ど
ま
ら
ず
、
同
時
代
の
社
会
的
状
況
に
お
い
て
、
柳
が

「
民
藝
」
を
通
し
て
実
感
し
た
理
想
的
な
暮
ら
し
や
労
働
、
文
化
の
在
り
方
を
提
案
す
る
、
極
め
て
多
義
的
・
複
層
的
な
表
現
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

民
藝
論
に
お
け
る
「
健
康
性
」
や
「
健
康
の
美
」
に
関
し
て
提
出
さ
れ
た
先
行
研
究
で
は
、
鶴
見
俊
輔
氏
、
阿
満
利
麿
氏
、
大

沢
啓
徳
氏
の
研
究
を
そ
れ
ぞ
れ
確
認
し
て
お
き
た
い）

2
（

。

　

ま
ず
鶴
見
氏
の
研
究
で
は
、
生
死
の
問
題
と
「
健
康
」
の
問
題
が
関
連
づ
け
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。
氏
は
、
柳
の
処
女
作
『
科

学
と
人
生
』（
一
九
一
一
年
）
に
着
目
し
、
同
書
の
中
で
記
述
さ
れ
る
「
生
」
と
「
死
」
の
問
題
を
、
メ
チ
ニ
コ
フ
論
に
お
け
る

「
老
衰
」
の
問
題
へ
と
展
開
さ
せ
て
論
じ
る
。
そ
し
て
、
柳
が
一
九
一
〇
年
代
前
半
期
に
論
じ
た
「
健
康
」
と
、
後
年
の
民
藝
運

動
及
び
仏
教
美
学
論
に
お
い
て
掲
げ
た
「
健
康
」
の
連
続
的
な
関
係
性
を
問
う
た）

3
（

。

　

阿
満
氏
の
研
究
で
は
、
先
の
鶴
見
氏
の
視
角
と
同
様
に
、
初
期
思
想
形
成
期
に
お
け
る
『
科
学
と
人
生
』
及
び
柳
の
「
老
衰
」

観
の
検
討
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
阿
満
氏
の
議
論
の
特
徴
と
し
て
は
、
メ
チ
ニ
コ
フ
だ
け
で
な
く
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
に
対
す
る
関
心
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か
ら
も
、
柳
の
「
健
康
」
概
念
に
着
目
し
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る）

4
（

。

　

大
沢
氏
に
よ
る
考
察
で
は
、
次
の
二
点
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
は
、「
健
全
な
美
」
が
ど
の
よ
う
な
美
で
あ
る
の

か
を
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
氏
は
、
柳
が
「
喜
左
衛
門
井
戸
」
を
見
た
時
に
「
平
凡
」
極
ま
っ
た
と
こ
ろ
の
「
健
全
な
美
」
を

見
出
し
た
と
説
明
し
つ
つ
、
貧
乏
人
が
使
う
典
型
的
な
安
い
下
手
物
、「
製
作
に
お
い
て
は
作
為
な
き
も
の
、
実
用
に
お
い
て
は

長
期
の
使
用
に
耐
え
得
る
も
の
」
に
「
健
全
な
美
」
が
宿
る
と
考
察
す
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
「
健
全
な
美
」
と
真
逆
の
「
病
的
な

美
」
の
定
義
と
し
て
、
作
為
の
面
か
ら
「
技
巧
の
病
」「
意
識
の
毒
」「
自
我
の
罪
」
を
、
非
実
用
面
か
ら
「
感
傷
の
遊
戯
」「
変

態
」「
華
美
な
世
界
」
を
そ
れ
ぞ
れ
挙
げ
、「
妙
好
品
」
と
い
う
表
現
を
引
き
な
が
ら
、「
無
心
」
に
作
ら
れ
た
「
モ
ノ
」
に
「
健

全
な
美
」
が
宿
る
の
で
は
な
い
か
と
ま
と
め
る）

5
（

。

　

第
二
は
、
柳
の
思
索
を
そ
の
一
生
か
ら
捉
え
た
際
の
「
健
康
の
美
」
へ
の
言
及
で
あ
る
。
氏
は
ま
ず
、
メ
チ
ニ
コ
フ
に
対
す
る

柳
の
関
心
に
着
目
し
、「
順
生
涯
」
と
い
う
言
葉
に
は
言
及
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
も
の
の
、「
柳
に
お
い
て
は
さ
ほ
ど
重
要
な
も

の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
」
と
し
、
メ
チ
ニ
コ
フ
論
に
お
け
る
「
順
生
涯
」
と
後
の
「
健
康
」
概
念
と
は
「
無
関
係
で
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
」
と
把
握
す
る
。
氏
は
、
柳
の
民
藝
理
論
に
お
け
る
「
健
康
」
と
は
「
身
体
的
な
障
碍
や
、
一
般
的
・
社
会
的
な
意

味
に
お
け
る
奇
癖
は
問
題
で
は
な
」
く
、「
精
神
に
お
け
る
本
来
的
な
正
し
さ
と
い
う
意
味
で
の
健
康
性
」
を
指
す
と
解
釈
し
、

初
期
に
見
ら
れ
る
「
健
康
」
と
後
年
の
民
藝
理
論
に
お
け
る
「
健
康
」
を
区
別
し
た）

6
（

。
そ
し
て
、
鶴
見
・
阿
満
両
氏
の
「
健
康
」

概
念
の
解
釈
に
指
摘
を
加
え
、
民
藝
理
論
に
お
い
て
柳
が
指
す
「
健
康
」
と
は
、
あ
く
ま
で
も
「
身
体
か
ら
は
区
別
さ
れ
た
」
も

の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
述
べ
る）

7
（

。

　

こ
れ
ら
の
研
究
成
果
は
、
い
ず
れ
も
一
九
一
〇
年
代
に
お
け
る
柳
の
初
期
思
想
と
一
九
二
〇
年
代
半
ば
以
降
の
思
想
展
開
を
切

り
離
し
て
い
る
、
な
い
し
一
貫
し
て
い
た
と
考
察
し
な
が
ら
も
、
具
体
的
な
思
想
展
開
の
内
実
が
描
か
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
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れ
る
。

　

以
上
の
研
究
状
況
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
以
下
、
民
藝
運
動
の
文
脈
を
補
助
線
と
し
て
引
き
な
が
ら
、
初
期
思
想
形
成
期
か
ら

晩
年
に
至
る
ま
で
の
柳
思
想
を
丁
寧
に
読
み
込
み
、
民
藝
論
に
お
け
る
「
健
康
の
美
」
概
念
の
形
成
・
展
開
過
程
に
つ
い
て
検
討

し
て
い
く
。
そ
の
う
え
で
、「
健
康
の
美
」
を
「
標
準
の
美
」
と
位
置
づ
け
た
民
藝
思
想
の
特
質
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

一　

民
藝
運
動
以
前
の
「
健
康
」
観

（
一
）
一
九
一
〇
年
代
に
お
け
る
「
健
康
」

　

柳
の
論
稿
に
具
体
的
な
「
健
康
」
概
念
が
初
め
て
確
認
さ
れ
る
の
は
、
一
九
一
一
年
八
〜
九
月
に
『
白
樺
』
に
掲
載
さ
れ
、
同

年
一
〇
月
に
籾
山
書
店
か
ら
刊
行
さ
れ
た
柳
の
処
女
作
『
科
学
と
人
生
』
収
録
の
論
文
「
メ
チ
ニ
コ
フ
の
科
学
的
人
生
観
」
に
お

い
て
で
あ
る
。
本
書
は
、
ど
の
よ
う
に
「
死
」
を
見
る
か
、
ど
の
よ
う
に
「
死
」
に
縁
取
ら
れ
た
「
生
」
を
見
る
か
と
い
う
関
心

に
沿
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
、
柳
の
二
〇
歳
か
ら
二
二
歳
に
か
け
て
の
「
科
学
学
習
ノ
ー
ト
」
と
さ
れ
る）

8
（

。
柳
も
、
明
治
末
期
に
は

心
霊
現
象
に
関
心
を
示
し
、
そ
れ
が
科
学
で
解
明
さ
れ
る
こ
と
に
期
待
を
寄
せ
た
「
時
代
の
子
」
の
一
人
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は

心
霊
現
象
研
究
を
「
第
三
の
科
学
」「
新
し
き
科
学
」「
最
後
の
科
学
」
と
定
義
づ
け
、
人
生
の
神
秘
を
解
き
明
か
そ
う
と
し
て
い

た
こ
と
に
表
れ
て
い
る）

9
（

。『
科
学
と
人
生
』
は
第
一
部
「
新
ら
し
き
科
学
」
と
第
二
部
「
メ
チ
ニ
コ
フ
の
科
学
的
人
生
観
」
の
二

つ
の
パ
ー
ト
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
前
者
は
心
霊
現
象
の
研
究
に
当
た
り
、
後
者
は
ロ
シ
ア
の
細
菌
学
者
イ
リ
ヤ
・
メ
チ
ニ
コ

フ
（
一
八
四
五
〜
一
九
一
六
）
の
二
著
『
人
間
の
性
』（
一
九
〇
三
年
）
と
『
生
命
の
延
長
』（
一
九
〇
七
年
）
の
要
約
に
当
た
る
。

　

メ
チ
ニ
コ
フ
は
当
該
二
著
の
な
か
で
、
人
間
の
器
官
│
と
く
に
消
化
器
官
│
に
あ
る
不
調
和
に
つ
い
て
検
討
し
、
老
衰
を
避
け
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る
工
夫
と
「
自
然
死
」
の
実
現
を
説
い
た）

10
（

。
柳
も
「
人
性
に
存
す
る
多
く
の
不
調
和
を
除
い
て
か
く
完
全
な
天
寿
を
完
ふ
す
る
時
、

そ
こ
に
は
自
己
保
存
の
本
能
に
換
ゆ
る
に
自
然
死
の
本
能
が
現
は
れ
吾
々
は
安
ら
か
な
る
永
眠
に
入
る
の
で
あ
る
」
と
捉
え
、

「
自
然
の
死
」
こ
そ
が
「
人
生
最
後
の
帰
趣
」
で
あ
る
と
考
え
る）

11
（

。

　

そ
の
う
え
で
、
柳
は
「
人
心
」
が
年
と
と
も
に
「
進
化
発
展
」
し
て
い
く
こ
と
の
重
要
性
を
説
き
な
が
ら
、
そ
れ
が
「
社
会
」

に
与
え
る
力
の
大
き
さ
を
強
調
し
、「
科
学
」
に
よ
っ
て
「
高
齢
の
福
音
」
に
包
ま
れ
た
老
年
期
を
生
き
る
こ
と
が
人
生
の
最
も

輝
か
し
い
到
達
点
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
よ
う
な
人
生
を
「
順
生
涯
」
と
呼
ぶ
。
こ
こ
で
、
柳
は
人
が
「
順
生
涯
」
を
実

現
し
「
自
然
死
」
に
入
る
に
は
「
死
に
至
る
迄
健
全
な
る
肉
体
と
精
神
と
を
保
持
す
る
」
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
健
康
は
吾
等
を
し

て
順
生
涯
を
送
ら
し
む
可
き
基
礎
で
あ
る
」
と
い
う
一
つ
の
結
論
を
導
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
健
康
」
を
害
す
る
よ
う

な
行
動
や
考
え
を
断
ち
切
る
こ
と
が
「
順
生
涯
」
＝
「
個
性
の
充
実
」
＝
「
理
想
」
の
実
現
に
繫
が
る
こ
と
を
指
摘
す
る）

12
（

。

　

当
然
な
が
ら
、
柳
が
指
摘
す
る
「
順
生
涯
」
の
た
め
の
「
健
康
」
を
、
後
の
「
健
康
の
美
」
と
単
純
に
同
一
視
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
ま
た
、
後
に
柳
が
「
科
学
」
を
消
極
的
に
眺
め
た
こ
と
も
念
頭
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
後
述
す
る
ホ

イ
ッ
ト
マ
ン
や
木
喰
上
人
、
妙
好
人
と
い
っ
た
人
物
│
「
民
藝
」
を
生
む
人
間
│
が
「
健
康
」
な
「
肉
体
」
と
「
精
神
」
を
有
し
、

「
高
齢
の
福
音
」
に
抱
擁
さ
れ
な
が
ら
亡
く
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
人
物
の
生
き
方
と
「
身
体
的
健
康
性
」
に

柳
が
関
心
を
持
ち
、
民
藝
品
に
も
「
身
体
的
な
健
康
性
」
│
「
実
用
」
に
耐
え
得
る
「
丈
夫
」
な
体
│
を
見
出
し
て
い
た
こ
と
は
、

柳
が
メ
チ
ニ
コ
フ
の
老
衰
研
究
に
見
出
し
、「
社
会
」
に
お
け
る
「
順
生
涯
」
と
そ
の
手
段
と
し
て
希
求
し
た
「
健
康
」
が
後
の

民
藝
論
と
全
く
の
無
関
係
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
「
順
生
涯
」
を
実
現
し
た
人
物
と
し
て
、
同
時
期
に
柳
は
ア
メ
リ
カ
の
詩
人
・
作
家
で
あ
る
ウ
ォ
ル
ト
・
ホ
イ
ッ

ト
マ
ン
（
一
八
一
九
〜
一
八
九
二
）
に
傾
倒
す
る
。「
健
全
な
肉
体
と
精
神
」
を
備
え
、「
並
」「
当
た
り
前
」
に
価
値
を
求
め
た
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ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
生
涯
と
思
想
を
検
討
す
る
な
か
で
、「
健
康
」
に
対
す
る
柳
の
関
心
は
さ
ら
に
深
化
し
て
い
っ
た
。

　

一
九
三
〇
年
に
寿
岳
文
章
と
共
同
で
刊
行
し
始
め
た
雑
誌
『
ブ
レ
イ
ク
と
ホ
ヰ
ッ
ト
マ
ン
』
の
創
刊
号
に
寄
せ
た
一
文
の
な
か

で
、
柳
は
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
思
想
と
民
藝
思
想
の
関
係
性
に
つ
い
て
、「
工
藝
の
世
界
、
特
に
民
藝
の
世
界
か
ら
私
が
教
は
つ
た

最
も
大
事
な
事
の
一
つ
は
、
健
康
の
美
と
云
ふ
事
で
あ
つ
た
。
… 

美
に
は
色
々
の
姿
が
あ
ら
う
が
、
詮
ず
る
に
平
凡
だ
と
云
ひ

棄
て
ら
れ
て
ゐ
た
「
健
康
さ
」
の
美
が
最
後
の
も
の
だ
と
云
ふ
事
を
味
ふ
に
至
つ
た
」
と
始
め
つ
つ
「
健
康
に
ま
さ
る
常
道
は
な

い
」
と
強
調
し
、
そ
の
よ
う
な
美
を
謳
っ
た
人
と
し
て
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
を
挙
げ
、「
彼
程
健
康
を
謳
つ
た
人
は
な
く
、
又
彼
程
自

身
に
健
康
な
肉
体
と
健
康
な
思
想
と
健
康
な
言
語
と
を
有
つ
て
ゐ
た
人
は
近
代
に
は
珍
ら
し
い
」
と
綴
る）

13
（

。
こ
の
よ
う
に
、
民
藝

に
お
け
る
「
健
康
の
美
」
は
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
「
健
康
」
さ
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
っ
た
。

　

一
九
一
四
年
五
月
の
『
白
樺
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
肯
定
の
二
詩
人
」
に
お
い
て
は
、
柳
は
そ
の
「
肉
体
」「
精
神
」
か
ら
ホ
イ

ッ
ト
マ
ン
を
「
本
能
の
人
」
だ
と
把
握
し
、
彼
の
「
肉
体
」
に
「
本
能
的
能
力
」「
絶
大
な
真
理
」
を
読
み
取
る
。
そ
し
て
、
ホ

イ
ッ
ト
マ
ン
の
詩
は
「
心
の
遊
戯
」
で
は
な
く
、「
知
的
作
動
」
も
働
か
な
い
「
至
純
な
素
朴
な
事
実
」
を
映
す
も
の
だ
と
説
明

す
る）

14
（

。

　

こ
う
し
た
柳
の
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
受
容
は
、
戦
後
の
一
九
五
四
年
一
月
七
〜
九
日
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
放
送
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
放
送

原
稿
「
ホ
ヰ
ッ
ト
マ
ン
に
就
い
て
」
の
な
か
で
も
色
濃
く
描
か
れ
て
い
る
。
時
期
は
前
後
す
る
も
の
の
、
簡
単
に
見
て
お
き
た
い
。

柳
は
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
が
「
病
ひ
」
に
犯
さ
れ
て
お
ら
ず
「
変
態
」
で
も
な
い
「「
並
の
も
の
」
に
最
も
健
康
な
姿
を
見
た
」
こ

と
を
指
摘
し
な
が
ら
、「
ホ
ヰ
ッ
ト
マ
ン
の
詩
は
健
康
さ
が
そ
の
性
質
で
あ
る
と
申
さ
れ
ま
せ
う
。
彼
自
身
も
六
尺
の
丈
と
頑
丈

な
躰
軀
と
、
す
こ
や
か
な
相
貌
と
を
持
つ
て
お
り
ま
し
た
。
健
康
と
は
少
し
も
特
別
な
状
態
で
は
な
く
、
人
間
本
来
の
姿
と
云
へ

ま
せ
う
」
と
綴
る
。
そ
の
う
え
で
、「
近
代
芸
術
」
が
「
異
常
」「
変
態
」「
奇
異
」
等
の
「
病
的
」
な
傾
向
に
あ
る
の
に
対
し
て
、
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ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
思
想
や
信
仰
に
は
そ
れ
ら
が
な
く
「
健
康
」
で
あ
る
と
評
価
す
る
。
柳
に
よ
れ
ば
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
は
「
ひ
と

り
坦
々
た
る
平
な
大
通
り
を
太
陽
の
光
を
あ
び
て
闊
歩
し
た
人
」
だ
っ
た
の
で
あ
る）

15
（

。

　

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
柳
は
一
九
一
〇
年
代
に
メ
チ
ニ
コ
フ
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
と
い
う
二
人
の
人
物
を
通
し
て
、「
人
生
」

な
い
し
身
体
的
・
精
神
的
な
意
味
に
お
け
る
「
健
康
」
の
重
要
性
を
学
び
取
っ
た
。
そ
れ
は
、
前
者
か
ら
は
「
自
然
死
」「
順
生

涯
」
の
た
め
の
、
言
わ
ば
手
段
と
し
て
の
「
健
康
」
で
あ
り
、
後
者
か
ら
は
そ
の
思
想
・
詩
を
生
む
肉
体
及
び
人
間
性
そ
の
も
の

の
、
言
わ
ば
根
源
的
な
「
健
康
」
で
あ
っ
た
。
一
九
一
〇
年
代
半
ば
以
降
、
柳
の
「
モ
ノ
」
的
な
関
心
は
朝
鮮
芸
術
に
傾
斜
し
て

い
く
こ
と
と
な
る
が
、「
老
衰
」
の
た
め
の
「
健
康
」
の
把
握
、
そ
し
て
「
健
康
的
な
肉
体
と
精
神
」
を
有
し
た
人
間
か
ら
「
当

た
り
前
」
を
強
調
す
る
精
神
態
度
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
論
理
の
獲
得
は
、
朝
鮮
芸
術
論
の
盛
り
上
が
り
と
前
後
し
て
一

九
二
四
年
に
傾
倒
し
た
木
喰
仏
の
分
析
視
角
に
展
開
し
て
い
っ
た
と
言
え
る
。

（
二
）
木
喰
と
「
健
康
」

　

柳
は
、
朝
鮮
民
族
美
術
館
の
設
立
と
前
後
す
る
形
で
「
直
観
的
邂
逅
」
を
果
た
し
た
木
喰
仏
の
調
査
・
研
究
を
通
し
て
、
身
体

的
・
精
神
的
な
「
健
康
性
」
が
民
藝
を
生
む
と
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
自
覚
し
た
。
木
喰
仏
の
実
態
に
関
し
て
は
、
今
日
柳
の
認
識

に
疑
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
が）

16
（

、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
大
正
後
期
ま
で
美
術
史
の
文
脈
で
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
木
喰

仏
を
「
工
藝
の
本
来
の
姿
」
の
一
つ
と
し
て
提
示
し
、
そ
こ
に
後
の
民
藝
論
を
構
成
す
る
美
的
要
素
を
読
み
取
っ
た
こ
と
は
看
過

で
き
な
い
。

　

木
喰
上
人
（
一
七
一
八
〜
一
八
一
〇
）
と
は
、
江
戸
時
代
後
期
に
実
在
し
た
遊
行
僧
・
造
仏
聖
で
、
上
人
が
日
本
全
国
を
廻
り

な
が
ら
製
作
・
奉
納
し
た
一
〇
〇
〇
体
以
上
の
仏
像
を
、
今
日
で
は
木
喰
仏
と
呼
ん
で
い
る
。
柳
は
、
上
人
が
「
享
保
三
年
」
に
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生
ま
れ
「
九
十
歳
前
後
の
高
齢
を
保
」
ち
、
木
喰
上
人
と
呼
ば
れ
る
所
以
を
「
啻
に
彼
が
菜
食
で
あ
つ
た
の
み
な
ら
ず
、
調
理
さ

れ
た
も
の
を
と
ら
ず
、
主
と
し
て
天
然
の
植
物
を
そ
の
ま
ゝ
に
食
べ
て
活
き
て
ゐ
た
か
ら
」
と
紹
介
し
て
い
る）

17
（

。
戒
律
の
も
と
こ

の
よ
う
な
菜
食
生
活
を
送
っ
て
い
た
上
人
の
生
き
方
と
仏
像
の
特
徴
に
、
柳
は
「
健
康
」
を
見
出
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

一
九
二
四
年
九
月
か
ら
翌
二
五
年
三
月
に
か
け
て
計
七
回
に
分
け
て
発
表
さ
れ
た
「
木
喰
五
行
上
人
の
研
究
」
の
記
述
を
見
て

み
る
と
、
ま
ず
二
四
年
九
月
に
発
表
さ
れ
た
「
木
喰
上
人
略
伝
」
の
な
か
で
、
柳
は
上
人
に
つ
い
て
「
彼
は
九
十
余
歳
を
保
つ
た

の
で
あ
る
か
ら
、
木
食
す
る
事
実
に
五
十
年
に
及
ん
で
ゐ
る
。
而
も
晩
年
の
筆
跡
や
そ
の
彫
像
を
見
れ
ば
、
如
何
に
彼
が
健
康
で

あ
り
絶
大
な
精
力
を
持
つ
て
ゐ
た
か
が
分
る
」
と
評
し）

18
（

、
同
年
一
〇
月
に
発
表
さ
れ
た
「
故
郷
丸
畑
に
於
け
る
上
人
の
彫
刻
」
で

は
、
晩
年
に
お
け
る
上
人
に
つ
い
て
「
彼
は
老
い
て
益
々
健
か
で
あ
つ
た
。
老
に
沈
む
の
で
は
な
く
若
さ
に
帰
る
の
で
あ
つ
た
」

と
綴
り
、「
木
喰
の
戒
行
四
十
年
が
、
彼
に
こ
の
旺
盛
な
身
体
と
健
全
な
精
神
と
を
与
へ
た
の
で
あ
ら
う
か
」
と
検
討
を
進
め
て

い
る）

19
（

。
そ
の
う
え
で
、
柳
は
上
人
の
そ
の
「
旺
盛
な
身
体
と
健
全
な
精
神
」
が
「
驚
く
べ
き
生
気
」
に
溢
れ
た
作
│
「
生
命
が

躍
」
り
「
強
さ
」「
深
さ
」
が
読
み
取
れ
る
作
│
を
生
む
と
捉
え
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
柳
は
上
人
が
高
齢
に
な

っ
て
も
な
お
「
健
全
」
な
肉
体
で
仏
像
製
作
を
継
続
し
た
点
と
、
そ
こ
か
ら
現
れ
る
美
的
特
徴
と
を
関
連
づ
け
て
把
握
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
同
年
一
二
月
に
発
表
さ
れ
た
「
上
人
の
日
本
廻
国
」
に
お
い
て
も
、
全
国
を
行
脚
す
る
「
旅
僧
の
彼
」
の
風
貌
に
つ

い
て
、「
肉
体
は
健
全
で
あ
り
四
肢
は
強
壮
で
あ
る
」
と
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
る）

20
（

。

　

こ
の
よ
う
な
木
喰
仏
の
製
作
を
支
え
た
「
木
食
戒
」
に
つ
い
て
は
、
一
九
二
五
年
八
月
刊
行
の
『
木
喰
五
行
上
人
畧
伝
』
に
詳

し
い
。
こ
の
な
か
で
、
柳
は
「
無
心
」
で
「
執
着
」
の
な
い
行
脚
の
日
々
を
支
え
た
「
木
食
戒
」
に
つ
い
て
「
半
世
紀
に
亘
る
そ

の
精
進
は
、
彼
に
完
き
清
浄
と
よ
き
健
康
と
を
与
へ
た
」
と
述
べ
、
単
な
る
菜
食
生
活
に
と
ど
ま
ら
ず
、
火
食
そ
の
も
の
や
塩
を

避
け
、
蕎
麦
粉
を
好
ん
で
食
べ
た
と
い
う
「
粗
衣
粗
食
」
の
日
常
を
特
筆
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
質
素
な
生
活
に
も
関
わ
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ら
ず
、
上
人
の
遍
歴
に
「
病
気
」
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
点
に
言
及
し
、「
彼
は
旺
盛
な
精
神
と
健
全
な
肉
体
と
の
持
主
で
あ
つ

た
」
と
ま
と
め
る）

21
（

。「
木
食
戒
」
に
よ
る
「
健
康
」
は
、
言
わ
ば
宗
教
性
を
帯
び
た
特
徴
と
も
捉
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
修

行
の
過
程
で
「
微
笑
む
」
仏
像
を
数
多
く
製
作
し
た
上
人
の
人
間
像
に
、
柳
は
惹
き
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

木
喰
上
人
の
身
体
性
に
つ
い
て
は
、
上
人
が
晩
年
に
長
期
滞
在
し
た
現
在
の
新
潟
県
下
の
事
例
が
興
味
深
い
。
柏
崎
の
地
方
紙

『
越
後
タ
イ
ム
ス
』
で
は
、
遊
行
僧
と
し
て
の
上
人
の
姿
が
「
飄
々
と
し
て
来
り
飄
々
と
し
て
去
る
も
の
は
風
で
あ
る
。
木
喰
五

行
は
実
に
風
で
あ
つ
た
。
何
處
か
ら
と
も
な
く
来
て
は
、
何
處
と
も
な
く
去
つ
て
仕
舞
ふ
の
だ
」
と
紹
介
さ
れ
な
が
ら
、「
鼠
色

の
衣
た
ゞ
一
着
、
火
食
を
さ
へ
断
つ
彼
は
、
実
に
一
厘
の
金
を
必
要
と
し
な
い
と
仝〔

同
〕時
に
、
年
は
既
に
米
寿
を
越
え
乍
ら
、
健
康

の
身
は
殆
ど
人
手
を
煩
は
す
事
が
な
い
」
と
記
さ
れ
る）

22
（

。『
新
潟
新
聞
』
で
は
、
四
五
歳
か
ら
九
三
歳
ま
で
の
修
行
人
生
に
お
い

て
、
昼
は
修
行
や
地
域
の
民
衆
と
の
交
流
を
大
切
に
し
、
夜
に
「
線
香
の
光
」
の
下
で
仏
像
を
刻
ん
で
い
た
と
い
う
上
人
の
生
活

の
様
子
、
そ
し
て
「
頗
る
健
康
な
肉
体
を
持
つ
て
病
気
に
な
つ
た
こ
と
も
な
く
、
長
い
ア
ゴ
ヒ
ゲ
を
持
つ
て
常
に
ニ
コ
〳
〵
し
て

ゐ
ら
れ
た
」
と
い
う
人
間
像
が
描
か
れ
る）

23
（

。

　

す
な
わ
ち
、
柳
が
木
喰
仏
と
の
邂
逅
に
よ
っ
て
見
出
し
た
「
健
康
」
と
は
、
上
人
自
身
（
作
り
手
）
の
身
体
的
・
精
神
的
「
健

康
性
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
上
人
の
生
き
方
、
そ
れ
を
支
え
た
「
健
康
の
身
」
は
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
や
後
述
す
る
妙

好
人
の
生
き
方
、
そ
し
て
民
藝
を
生
む
工
人
（
職
人
）
に
共
通
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
民
藝
運
動
が
開
始
す
る
と
、

そ
の
よ
う
な
「
健
康
」
観
は
、
実
際
の
「
モ
ノ
」
の
美
し
さ
の
尺
度
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
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二　

民
藝
論
に
お
け
る
「
健
康
の
美
」

（
一
）
一
九
二
〇
年
代
後
半
に
お
け
る
「
健
康
の
美
」
と
生
活
観

　

一
九
二
五
年
一
二
月
二
八
日
、
木
喰
仏
調
査
の
た
め
に
紀
州
を
旅
し
て
い
た
柳
・
濱
田
庄
司
・
河
井
寛
次
郎
は
、
津
へ
の
道
中

で
「
民
藝
」
と
い
う
言
葉
を
作
り
出
し
た
。
そ
し
て
翌
二
六
年
一
月
一
〇
日
、
再
び
木
喰
仏
調
査
の
た
め
紀
州
を
訪
れ
た
際
、
一

行
は
高
野
山
西
禅
院
に
て
「
民
藝
」
に
つ
い
て
議
論
を
交
わ
し
、
柳
は
民
藝
品
の
た
め
の
美
術
館
を
設
立
す
る
こ
と
を
宣
言
す
る

『
日
本
民
藝
美
術
館
設
立
趣
意
書
』
を
著
し
た
。
趣
意
書
は
同
年
四
月
一
日
付
で
頒
布
さ
れ
、
こ
こ
に
「
民
藝
運
動
」
が
始
ま
っ

た
）
24
（

。
趣
意
書
の
な
か
で
、
柳
は
先
に
獲
得
し
た
「
健
康
」
概
念
を
民
藝
の
美
し
さ
の
文
脈
に
落
と
し
込
ん
で
記
述
し
て
い
る
。
冒

頭
の
「
趣
意
」
で
、
柳
は
「
民
藝Folk A

rt

の
世
界
」
に
「
自
然
か
ら
産
み
な
さ
れ
た
健
康
な
素
朴
な
活
々
し
た
美
」
＝
「
美
の

本
流
」
が
通
っ
て
い
る
こ
と
を
見
出
し
つ
つ
、
そ
れ
が
「
日
常
の
生
活
」
に
交
わ
っ
て
い
た
た
め
、
却
っ
て
歴
史
的
に
顧
み
ら
れ

な
か
っ
た
こ
と
を
嘆
く）

25
（

。

　

柳
が
民
藝
美
の
特
徴
を
説
明
す
る
際
に
「
健
康
」
の
字
を
当
て
た
の
は
、
こ
の
趣
意
書
に
お
け
る
当
該
記
述
の
表
記
が
最
も
早

い
。
こ
こ
で
は
「
健
康
の
美
」「
健
康
な
美
」
と
は
記
述
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、「
健
康
な
素
朴
な
活
々
し
た
美
」
を
「
民
藝
の

世
界
」
に
見
出
し
た
点
か
ら
も
、
そ
の
起
点
を
同
趣
意
書
に
求
め
て
良
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

続
い
て
、
柳
は
そ
の
よ
う
な
意
図
の
も
と
蒐
集
す
る
作
品
が
主
と
し
て
「
工
藝
」
の
領
域
に
属
す
る
「
民
衆
に
用
ゐ
ら
れ
た
日

常
の
雑
具
」
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、「
美
術
」
＝
「「
上
手
」
の
も
の
」
と
「
雑
具
」
＝
「「
下
手
」
の
も
の
」
を
対
比
さ

せ
、
後
者
に
「
健
康
な
素
朴
な
活
々
し
た
美
」
が
多
く
流
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、「「
上
手
」
の
も
の
」
は
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「
繊
弱
に
流
れ
、
技
巧
に
陥
り
、
病
疫
に
悩
む
」
の
に
対
し
て
、「「
下
手
」
の
も
の
」
は
「
作
為
の
傷
」
が
ほ
と
ん
ど
な
く
「
自

然
で
あ
り
無
心
で
あ
り
、
健
康
で
あ
り
自
由
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る）

26
（

。
こ
こ
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
後
年
に
体
系
化
さ
れ

る
民
藝
論
な
い
し
民
藝
美
の
特
徴
が
、
す
で
に
簡
潔
な
構
図
で
整
理
さ
れ
て
い
る
。

　

趣
意
書
に
お
い
て
そ
の
大
枠
が
披
歴
さ
れ
た
「
民
藝
」
は
、
二
六
年
九
月
一
九
日
付
『
越
後
タ
イ
ム
ス
』
掲
載
の
「
下
手
も

の
ゝ
美
」
に
お
い
て
理
論
的
な
深
化
を
果
た
す
。
同
論
稿
は
「
序
」「
跋
」
を
含
め
計
一
二
の
パ
ー
ト
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、

と
り
わ
け
、「
三
」
で
は
「
下
手
も
の
」
の
定
義
に
触
れ
、
そ
の
最
も
重
要
な
要
素
で
あ
る
「
用
」
に
つ
い
て
詳
述
し
て
い
る
た

め
注
目
に
値
す
る
。

　

柳
は
、「
毎
日
触
れ
る
器
具
」
は
「
実
際
に
堪
へ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
し
た
う
え
で
、
そ
れ
が
「
弱
き
も
の
、
華
や
か
な
も
の
、

込
み
入
り
し
も
の
」
で
は
な
く
「
分
厚
な
も
の
、
頑
丈
な
も
の
、
健
全
な
も
の
」
で
あ
る
必
要
を
強
調
す
る
。
こ
の
「
日
常
の
生

活
に
即
す
る
器
」
＝
「
人
々
に
奉
仕
し
よ
う
と
て
作
ら
れ
た
器
」
こ
そ
が
「
下
手
も
の
」
で
あ
り
、「
工
藝
」
が
「「
下
手
も
の
」

に
於
て
凡
て
の
仮
面
を
脱
ぐ
」、
す
な
わ
ち
そ
の
本
質
を
現
す
所
以
な
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
柳
に
よ
れ
ば
、
そ
の
「
用
」
と

は
単
に
「
物
的
」
な
性
質
だ
け
で
な
く
「
心
的
」
な
性
質
も
有
す
る
と
さ
れ
る
。
柳
は
、「
物
心
」
両
面
に
お
け
る
「
用
」
を

「
忍
耐
」「
健
全
」「
誠
実
」
と
言
い
換
え
な
が
ら
説
明
す
る）

27
（

。

　

で
は
、
柳
の
指
す
「
用
」「
実
際
」
と
は
、
具
体
的
な
生
活
に
お
け
る
ど
の
よ
う
な
働
き
を
意
味
す
る
の
か
。
そ
れ
は
す
な
わ

ち
、
民
藝
が
「
勤
め
働
く
身
」
で
あ
り
、「
貧
し
く
」「
素
朴
に
」「
慎
ま
し
く
暮
し
て
ゐ
る
」
普
段
の
暮
ら
し
ぶ
り
に
由
来
す
る

性
質
で
あ
り
、「
強
き
打
撃
」
に
耐
え
、
他
方
「
繊
細
」
で
も
あ
る
よ
う
な
美
し
い
姿
で
あ
る
。
柳
は
民
藝
品
を
「
日
々
の
伴
侶
」

「
私
達
の
生
活
を
補
佐
す
る
忠
実
な
友
達
」
と
把
握
し
、「
凡
て
が
病
弱
に
流
れ
が
ち
な
今
日
、
彼
等
の
う
ち
に
健
康
の
美
を
見
る

事
は
、
恵
み
で
あ
り
悦
び
で
あ
る
」
と
述
べ
る）

28
（

。



12

学習院大学人文科学論集 XXIX（2020）

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
柳
の
「
下
手
も
の
」
を
め
ぐ
る
「
健
康
」
概
念
の
座
標
は
定
ま
っ
て
い
っ
た
。「
下
手
も
の
」
は
「
用
」

を
最
も
重
要
な
役
割
と
し
て
担
い
、
日
常
生
活
の
中
で
「
私
達
」
と
と
も
に
暮
ら
し
、
そ
し
て
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

た
め
、
人
間
が
労
働
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、「
モ
ノ
」
も
相
応
の
「
労
働
」
に
耐
え
得
る
「
体
」
を
有
す
る
必
要
が
あ
り
、
必

然
的
に
「
健
か
」
で
「
素
朴
」
で
「
誠
実
」
な
性
質
を
帯
び
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
が
「
健
康
の
美
」
で
あ
り
、「
生
活
」
に
お

い
て
見
出
さ
れ
る
美
し
さ
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

一
九
二
七
年
二
月
に
私
版
本
で
出
さ
れ
た
『
工
藝
の
協
団
に
関
す
る
一
提
案
』
で
は
、
先
の
論
理
が
、
二
〇
年
代
後
半
に
柳
が

傾
倒
し
た
ギ
ル
ド
社
会
主
義
思
想
の
影
響
を
受
け
、
さ
ら
に
深
化
し
て
い
る
。
柳
は
「
正
し
い
工
藝
」
を
生
む
人
と
人
と
の
関

係
＝
生
活
の
在
り
方
を
有
機
的
に
把
握
す
る
な
か
で
、
単
に
「
モ
ノ
」
の
健
康
性
を
志
向
す
る
だ
け
で
な
く
、
ま
た
過
去
の
古
作

品
だ
け
で
は
な
く
、
新
作
民
藝
を
も
含
め
た
「
モ
ノ
」
を
生
活
全
体
の
中
で
相
対
化
さ
せ
な
が
ら
「
健
康
な
る
生
活
」
を
希
求
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。
柳
は
、
中
世
期
の
「
ギ
ル
ド
」
を
倣
っ
て
京
都
上
賀
茂
に
設
立
さ
れ
た
工
藝
協
団
の
運
営
を
監
督
し
、「
モ

ノ
」
か
ら
現
実
の
「
社
会
」
を
見
直
そ
う
と
尽
力
し
た
。「
協
団
」
を
「
奉
仕
の
生
活
」「
質
素
の
生
活
」「
正
し
さ
へ
の
奉
仕
」

「
美
へ
の
奉
仕
」「
社
会
へ
の
奉
仕
」
と
繰
り
返
し
強
調
し
た
と
こ
ろ
に
、
一
九
二
〇
年
代
後
半
に
お
け
る
民
藝
論
の
進
展
、
そ
し

て
「
健
康
の
美
」
の
射
程
の
広
が
り
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る）

29
（

。

　

一
九
二
八
年
一
二
月
に
出
さ
れ
た
『
工
藝
の
道
』
で
は
、「
実
用
」、
す
な
わ
ち
「
奉
仕
」
が
「
労
働
」
を
支
え
、「
健
康
の
美
」

を
生
む
論
理
を
読
者
に
訴
え
る
形
で
何
度
も
論
じ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
工
藝
は
「
働
く
身
で
あ
る
か
ら
、
健
康
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
」
と
さ
れ
、
日
々
の
用
具
で
あ
る
以
上
「
暗
き
場
所
」
や
「
荒
き
取
り
扱
ひ
」
に
も
堪
え
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

常
に
「
正
し
き
質
」
と
「
安
定
な
る
形
」
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
柳
は
「
工
藝
の
美
は
健
康
の
美

で
あ
る
」
と
結
論
づ
け
る）

30
（

。
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以
上
の
よ
う
に
、
民
藝
運
動
の
開
始
と
と
も
に
、
柳
は
「
用
」
と
い
う
性
質
に
「
健
康
」
の
本
質
を
見
出
し
、
人
が
「
労
働
」

す
る
よ
う
に
「
モ
ノ
」
を
把
握
し
な
が
ら
、「
近
代
」
に
お
け
る
「
生
活
」
の
在
り
方
を
問
お
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
柳
が
二
〇

年
代
半
ば
か
ら
後
半
に
か
け
て
著
し
た
テ
ク
ス
ト
の
中
で
規
定
し
た
「
用
」
と
「
健
康
」
の
関
係
性
、
す
な
わ
ち
工
藝
の
本
質
を

「
用
」
と
設
定
し
、
そ
の
上
位
に
「
健
康
」
を
位
置
づ
け
、「
モ
ノ
」
と
「
人
」
の
関
係
性
を
「
生
活
」
の
中
で
相
対
化
さ
せ
る
と

い
う
思
考
の
枠
組
み
は
、
後
の
民
藝
思
想
の
展
開
に
お
い
て
も
一
貫
し
続
け
た
。

　
「
モ
ノ
」
に
宿
る
「
健
康
の
美
」
を
「
生
活
」
の
中
で
捉
え
よ
う
と
す
る
実
践
で
は
、
一
九
二
八
年
に
上
野
公
園
で
開
催
さ
れ

た
大
礼
記
念
国
産
振
興
東
京
博
覧
会
に
出
品
し
た
パ
ビ
リ
オ
ン
「
民
藝
館
」
が
興
味
深
い
。
こ
の
「
民
藝
館
」
は
、
柳
ら
が
住
宅

と
家
具
を
全
て
デ
ザ
イ
ン
し
た
総
合
展
示
物
で
あ
る
。
同
博
覧
会
の
報
告
書
の
「
私
設
陳
列
館
」
の
う
ち
、「
民
藝
館
」
の
欄
に

は
「
建
坪
三
十
五
坪
の
平
家
住
宅
に
、
日
本
領
土
内
各
地
の
民
衆
的
工
藝
品
中
、
用
と
美
と
廉
価
の
三
条
件
を
具
備
せ
る
も
の
を

集
め
て
、
各
室
に
配
置
し
、
家
屋
と
建
具
及
道
具
等
の
綜
合
と
統
一
を
実
際
に
示
し
た
」
と
紹
介
さ
れ
、「
此
の
施
設
は
従
来
多

く
そ
の
例
を
見
な
い
所
で
、
生
活
改
善
の
上
に
も
一
つ
の
指
針
と
な
り
、
而
か
も
国
産
を
奨
励
振
興
す
べ
き
施
設
で
あ
つ
て
、
予

想
以
上
の
効
果
を
収
め
た
」
と
評
さ
れ
て
い
る）

31
（

。

　
「
健
康
の
美
」
が
工
藝
品
・
民
藝
品
論
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
一
九
二
〇
年
代
半
ば
か
ら
後
半
に
か
け
て
、
柳
の
民
藝
思
想
は

す
で
に
「
モ
ノ
」
を
「
生
活
」
の
中
で
俯
瞰
し
て
捉
え
る
社
会
改
良
・
生
活
改
善
の
意
味
を
も
含
む
思
想
に
発
展
し
て
い
た
と
見

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
二
）
一
九
三
〇
年
代
に
見
る
「
健
康
」
の
相
対
化
と
沖
縄
文
化

　

一
九
三
〇
年
代
に
入
る
と
、
民
藝
運
動
の
進
展
に
伴
い
、
柳
の
思
想
も
体
系
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
、「
健
康
の
美
」
の
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内
実
が
個
別
の
工
藝
品
を
通
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
く
と
と
も
に
、「
不
健
康
な
も
の
」「
病
的
な
も
の
」
の
実
例
が
「
健
康
」

の
比
較
軸
と
し
て
置
か
れ
、
痛
烈
に
批
判
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

二
〇
年
代
後
半
に
唱
え
ら
れ
た
、「
健
康
の
美
」
が
「
生
活
」
の
中
で
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
、
三
〇
年
代

に
入
り
、
具
体
的
な
生
活
空
間
を
例
に
議
論
が
展
開
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
「
台
所
」
で
あ
っ
た
。
一
九
三
三
年
一
一
月
の
『
工

藝
』
三
五
号
の
「
挿
絵
小
解
」
で
は
、「
台
所
の
美
」
が
「
無
類
の
美
し
さ
」
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
民
家
に
お
け
る
台
所

の
「
健
全
さ
」
が
強
調
さ
れ
る
。
同
時
代
の
台
所
の
趣
味
は
「
調
子
が
な
く
」「
中
途
半
ぱ〔

マ
マ
〕な

洋
風
に
死
ん
で
」
お
り
、「
や
く
ざ

な
も
の
が
多
い
」
と
い
う
柳
の
分
析
は
、「
座
敷
」
に
は
「
病
ひ
」
が
付
き
や
す
く
、「
台
所
」
に
は
「
病
ひ
」
が
付
き
に
く
く

「
健
全
」
で
あ
る
と
い
う
構
図
に
展
開
し
て
い
く）

32
（

。

　

で
は
、「
座
敷
」
と
「
台
所
」
に
は
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
柳
は
、「
座
敷
」
を
「
凝
る
所
」、「
台
所
」
を

「
物
が
活
き
た
ま
ゝ
で
列
ぶ
」「
陳
列
館
」
と
そ
れ
ぞ
れ
捉
え
、「
忙
し
く
働
く
」
場
所
と
し
て
の
「
台
所
」
の
特
徴
を
挙
げ
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
台
所
」
は
生
活
空
間
の
中
で
最
も
頑
丈
に
作
ら
れ
て
お
り
、
各
調
理
器
具
・
食
器
類
が
常
に
使
わ
れ
る
よ
う

に
配
置
さ
れ
、
空
間
全
体
が
休
ま
ず
に
働
く
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
必
然
的
に
「
無
駄
な
装
飾
」
が
省
か
れ
「
丈
夫
に
仕
組
ま
れ

た
構
造
」
を
有
す
る
「
体
」、
そ
こ
に
柳
は
「
健
康
性
」
を
見
出
す
の
で
あ
る）

33
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
柳
が
「
建
物
の
う
ち
一
番
下
積
み
の
台
所
」
に
、
生
活
│
労
働
と
い
う
論
理
に
基
づ
い
て
「
健
康
の
美
」
を
見

抜
い
て
い
た
点
は
、「
健
康
の
美
」
が
単
な
る
「
モ
ノ
」
に
現
わ
れ
「
モ
ノ
」
の
美
的
特
徴
と
し
て
完
結
す
る
だ
け
で
な
く
、
日

常
生
活
の
中
で
「
モ
ノ
」
を
通
し
て
│
「
モ
ノ
」
を
取
り
巻
く
有
機
的
関
係
性
の
中
で
│
解
さ
れ
る
「
美
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
明

確
に
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　

他
方
、
三
〇
年
代
以
降
、
同
時
代
に
蔓
延
る
「
不
健
康
な
も
の
」「
病
的
な
も
の
」
の
実
例
が
多
数
紹
介
さ
れ
、
工
藝
品
の
本
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質
は
「
用
」、
そ
し
て
「
健
康
」
に
あ
る
こ
と
が
一
層
強
調
さ
れ
て
い
く
。
柳
は
三
〇
年
代
前
半
か
ら
戦
後
に
か
け
て
、
ス
ポ
ー

ツ
大
会
の
際
に
贈
ら
れ
る
優
勝
カ
ッ
プ
や
ト
ロ
フ
ィ
ー
、
外
国
語
の
流
行
、「
破
形
」「
自
由
美
」
を
意
図
的
に
狙
う
芸
術
傾
向
、

博
物
館
の
陳
列
方
法
、
建
築
物
、
蒐
集
の
実
態
に
至
る
ま
で
、
幅
広
い
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
│
工
藝
に
限
ら
ず
│
「
不
健
康
」

「
病
」
の
要
素
を
挙
げ
、
鋭
く
批
判
を
突
き
つ
け
た
。

　

そ
の
な
か
で
も
、
三
〇
年
代
前
半
に
集
中
的
に
唱
え
ら
れ
た
主
張
が
、
帝
展
に
出
品
さ
れ
た
工
藝
作
品
へ
の
批
評
文
で
あ
る
。

柳
は
大
阪
毎
日
新
聞
社
の
委
嘱
に
よ
り
、
三
〇
年
か
ら
三
二
年
ま
で
の
三
年
に
わ
た
り
、「
帝
展
の
工
藝
」
と
題
す
る
論
評
を
書

い
た
。
明
治
以
来
、「
美
術
」
の
範
囲
は
常
に
明
確
に
把
握
さ
れ
て
き
た
一
方
、「
工
藝
」
は
「
美
術
」
と
「
産
業
」
の
間
で
不
安

定
な
位
置
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
き
た
。
大
正
期
に
「
工
藝
」
の
地
位
を
確
立
し
よ
う
と
運
動
が
起
こ
っ
た
の
と
同
様
に
、
昭
和
初

期
に
は
帝
展
に
も
工
藝
家
自
ら
が
「
工
藝
」
の
定
義
と
実
体
を
模
索
し
よ
う
と
し
た
作
品
が
出
品
さ
れ
た）

34
（

。
そ
の
よ
う
な
「
美
術

工
藝
」（「
工
藝
美
術
」）
に
対
し
て
、
柳
は
不
快
感
を
露
わ
に
し
た
の
で
あ
る
。
柳
は
、
出
品
さ
れ
た
工
藝
作
品
に
対
し
て
「
工

藝
が
な
い
」
と
言
い
切
る
形
で
、「
用
」
に
即
し
た
真
の
意
味
で
の
「
工
藝
」
が
な
く
、「
美
術
化
さ
れ
た
工
藝
」
が
溢
れ
る
実
態

に
警
鐘
を
鳴
ら
す
と
と
も
に
、
審
査
員
を
務
め
る
作
家
の
「
眼
の
力
」
の
弱
さ
や
「
下
検
査
」
の
必
要
性
に
疑
問
を
投
げ
か
け
た
。

三
一
年
度
の
出
品
作
品
に
つ
い
て
、
柳
は
「
感
傷
的
な
も
の
、
神
経
的
な
も
の
、
皆
美
の
本
道
で
は
な
い
。
や
は
り
作
品
は
堅
実

な
生
活
を
標
示
す
る
も
の
で
あ
り
た
い
。
自
然
な
健
康
な
簡
素
な
作
品
が
結
局
最
も
正
し
く
美
し
い
作
品
で
あ
る
」
と
述
べ
、
帝

展
の
作
品
は
、「
技
巧
の
工
藝
」
と
し
て
は
優
れ
て
い
る
が
「
内
容
の
工
藝
」
と
し
て
は
「
空
虚
」
で
あ
る
と
総
評
し
た）

35
（

。
加
え

て
、
柳
は
出
品
作
品
を
「
正
し
い
工
藝
」
と
呼
ば
ず
、「
帝
展
向
き
」「
帝
展
型
」
と
皮
肉
を
込
め
て
揶
揄
す
る
が
、
ま
さ
に
そ
こ

に
「
モ
ノ
」
の
「
健
康
」
を
第
一
に
重
要
視
す
る
民
藝
論
の
特
質
が
窺
え
る
。「
作
品
は
堅
実
な
生
活
を
標
示
す
る
も
の
」、
す
な

わ
ち
「
不
健
康
な
も
の
」
の
実
態
を
提
示
す
る
な
か
で
「
工
藝
の
健
康
化
」
を
唱
え
た
の
で
あ
る
。
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一
九
三
〇
年
代
末
か
ら
四
〇
年
代
初
頭
に
か
け
て
、
柳
思
想
並
び
に
民
藝
運
動
の
文
脈
で
想
起
さ
れ
る
の
は
沖
縄
方
言
論
争
で

あ
る
。
三
・
一
独
立
運
動
以
来
の
、
言
わ
ば
「
政
治
的
事
件
」
に
対
す
る
二
度
目
の
発
言
と
い
う
こ
と
か
ら
、
柳
と
沖
縄
の
関
わ

り
で
は
当
該
論
争
が
頻
繁
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
本
稿
で
は
、
柳
が
関
心
を
持
っ
た
琉
球
文
化
の
う
ち
、
芭
蕉
布
を
取
り

上
げ
た
い
。
芭
蕉
布
と
は
、
現
在
の
沖
縄
本
島
の
北
部
に
位
置
す
る
国
頭
郡
大
宜
味
村
の
喜
如
嘉
と
呼
ば
れ
る
地
区
で
盛
ん
に
作

ら
れ
て
い
る
伝
統
的
な
織
物
で
あ
る
。
柳
は
芭
蕉
布
を
「
ど
ん
な
地
方
の
も
の
に
比
べ
て
も
引
け
目
は
な
い
。
其
の
中
か
ら
醜
い

も
の
を
選
ば
う
と
し
て
も
無
駄
で
あ
る
。
ど
れ
も
と
り
〴
〵
に
美
し
い
。
こ
ん
な
に
も
自
然
な
健
在
な
品
が
今
も
生
れ
る
の
は
奇

蹟
に
近
い）

36
（

」「
現
存
す
る
日
本
の
織
物
の
中
で
、
最
も
秀
で
ゝ
ゐ
る
も
の
ゝ
一
つ
が
芭
蕉
布
な
の
で
す
。
… 

伝
統
の
道
を
踏
む
芭

蕉
布
は
安
全
な
健
康
な
織
物
な
の
で
す）

37
（

」
と
絶
賛
し
、
そ
の
「
健
康
性
」
に
着
目
し
て
い
る
。
筆
者
が
特
に
注
目
し
た
い
の
は
、

芭
蕉
布
に
対
す
る
柳
の
見
方
が
、
先
に
述
べ
た
「
生
活
」
に
お
け
る
「
健
康
」
の
見
方
と
同
様
の
も
の
で
あ
り
、「
モ
ノ
」
を

「
生
活
」
の
中
で
俯
瞰
す
る
思
考
方
法
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

で
は
、
柳
は
芭
蕉
布
の
ど
の
よ
う
な
側
面
に
「
健
康
」
を
見
出
し
た
の
か
。
ま
ず
柳
は
、
材
料
の
糸
か
ら
話
を
始
め
、
芭
蕉
の

茎
の
外
皮
を
剝
が
し
て
現
れ
る
中
皮
の
内
側
に
縦
に
走
る
「
ま
る
で
銀
の
糸
」
の
よ
う
な
繊
維
の
美
し
さ
に
着
目
し
、「
清
浄
で
、

純
潔
で
、
美
麗
で
、
さ
う
し
て
強
靭
な
」
性
質
に
惹
か
れ
、
そ
こ
に
「
地
理
の
恩
沢
」
を
読
み
取
る
。
続
く
、
収
穫
さ
れ
た
繊
維

を
束
ね
て
干
し
、
乾
い
た
物
を
細
く
裂
い
て
織
糸
へ
と
績
む
「
糸
績
」
と
い
う
工
程
で
は
、
作
業
の
「
単
調
性
」
や
「
協
同
性
」

が
指
摘
さ
れ
、
家
や
村
全
体
で
取
り
組
み
、
あ
る
種
の
「
楽
し
み
」
と
な
っ
て
い
る
労
働
の
実
態
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
絣
を
出

す
た
め
の
糸
括
り
の
作
業
で
は
、「
計
算
」
│
「
数
の
美
し
さ
」
を
生
む
「
数
の
約
束
の
も
と
で
繰
り
返
さ
ね
ば
な
ら
な
い
模
様
」

│
と
い
う
側
面
の
面
白
さ
を
指
摘
す
る
。
藍
（
山
藍
）
と
茶
（
て
か
ち
）
の
二
種
類
を
用
い
て
染
色
を
行
な
う
「
糸
染
」
で
は
、

そ
の
地
域
で
取
れ
る
「
自
然
」
の
素
材
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
「
健
全
」
さ
が
特
筆
さ
れ
る
。「
糸
染
」
の
後
に
行
な
わ
れ
る
「
桛
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巻
」
と
呼
ば
れ
る
、
紡
い
だ
糸
を
巻
き
付
け
る
作
業
に
お
い
て
も
、
柳
は
先
の
「
糸
績
」
の
よ
う
な
「
単
調
」
な
「
反
復
」
│

「
無
駄
の
な
い
手
早
い
要
を
得
た
仕
種
」
に
見
出
せ
る
「
法
式
性
」
│
を
見
て
取
る
。
そ
し
て
「
機
織
」
で
は
、「
手
織
」
に
よ
る

恩
恵
が
強
調
さ
れ
、
機
械
を
使
用
す
る
と
糸
が
切
れ
る
と
い
う
性
質
＝
機
械
が
通
じ
な
い
と
い
う
性
質
が
「
強
力
な
機
械
の
圧

迫
」
を
寄
せ
付
け
な
か
っ
た
点
を
感
謝
す
る
。

　

こ
の
よ
う
な
芭
蕉
布
の
製
作
工
程
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
柳
は
「
自
然
」
に
委
ね
る
こ
と
で
一
見
「
不
自
然
」「
不
規
則
」

と
思
わ
れ
る
よ
う
な
性
質
こ
そ
を
志
向
し
、
個
人
的
な
技
量
に
因
ら
な
い
「
協
同
性
」
に
基
づ
く
「
他
力
性
」
を
重
要
視
し
て
い

た
の
で
あ
る）

38
（

。

　

し
か
し
、
柳
が
注
目
す
る
の
は
、
製
作
す
る
過
程
だ
け
で
な
く
、
実
用
面
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
柳
は
、
着
物
と
し
て
の

側
面
か
ら
着
用
時
の
形
と
夏
着
の
二
点
に
つ
い
て
検
討
し
、「
さ
な
き
だ
に
張
り
の
あ
る
糸
で
す
か
ら
、
糊
を
含
ん
で
輪
郭
が
殆

ど
直
線
か
ら
成
り
立
ち
ま
す
。
で
す
か
ら
線
が
切
り
つ
め
ら
れ
て
、
無
駄
な
形
を
許
し
ま
せ
ん
」
と
述
べ
、「
布
の
性
質
と
仕
立

方
」
か
ら
生
ま
れ
る
そ
の
特
徴
を
「
実
に
見
事
」
と
称
賛
す
る
と
と
も
に
、「
ひ
い
や
り
し
て
、
涼
し
く
て
、
風
通
し
が
よ
く
て
、

汗
を
早
く
取
り
去
つ
て
く
れ
」
る
と
い
う
性
質
が
「
暑
く
て
湿
気
の
多
い
琉
球
に
、
打
つ
て
つ
け
の
着
物
で
あ
る
」
こ
と
を
強
調

す
る
。
加
え
て
、
単
に
暑
い
気
候
に
適
し
た
着
物
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
変
色
を
防
ぐ
た
め
に
「
し
い
く
わ
さ
あ
」
の
汁
を
数
滴

垂
ら
す
と
い
う
よ
う
な
生
活
の
知
恵
に
関
し
て
も
、「
土
地
か
ら
生
れ
た
布
」
だ
か
ら
こ
そ
「
着
物
の
取
扱
ひ
方
が
巧
」
と
評
し

て
い
る）

39
（

。

　

以
上
、
こ
の
よ
う
な
形
で
そ
の
製
作
過
程
か
ら
用
い
方
ま
で
を
丁
寧
に
記
述
し
た
芭
蕉
布
の
美
し
さ
と
本
質
に
関
し
て
、
柳
は

次
の
よ
う
に
ま
と
め
る）

40
（

。
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ど
ん
な
安
も
の
で
も
、
そ
れ
が
伝
統
的
な
芭
蕉
布
で
あ
る
限
り
、
醜
い
と
云
ふ
も
の
が
あ
り
ま
せ
ん
。
荒
い
も
の
な
ら
力
が

あ
り
、
細
か
い
も
の
な
ら
優
し
さ
が
あ
り
ま
す
。
さ
う
し
て
ど
ん
な
も
の
も
健
康
で
す
。
そ
の
材
料
と
手
法
と
が
不
健
康
な

性
質
を
許
し
ま
せ
ん
。
伝
統
を
守
る
芭
蕉
布
で
あ
る
限
り
は
ど
こ
ま
で
も
確
実
さ
と
安
全
さ
と
を
保
障
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
す
。

芭
蕉
布
が
持
つ
「
健
康
さ
」
と
は
、
沖
縄
に
生
え
る
天
然
の
芭
蕉
や
染
め
る
際
に
用
い
る
山
藍
、「
て
か
ち
」
と
い
っ
た
自
然
の

素
材
を
用
い
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
の
素
材
を
用
い
て
「
協
同
」
で
作
ら
れ
る
製
作
過
程
や
、
体
の
ラ
イ
ン
に
沿
う
よ
う

な
無
駄
の
な
い
形
に
仕
上
が
る
完
成
形
、
高
温
多
湿
の
風
土
に
適
し
た
性
質
を
有
し
、
地
域
の
素
材
を
用
い
て
変
色
を
防
ぐ
等
の

知
恵
に
も
当
て
は
ま
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
柳
が
強
調
す
る
よ
う
な
「
健
康
さ
」
と
は
、
素
材
、
製
作
工
程
、
実
用
の
あ
ら

ゆ
る
側
面
に
お
け
る
健
全
性
か
ら
な
る
「
健
康
」
で
あ
り
、
芭
蕉
布
を
実
際
に
使
い
こ
な
す
「
暮
ら
し
」
に
お
け
る
有
機
的
な

「
健
康
さ
」
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
一
九
三
〇
年
代
に
、「
健
康
の
美
」
は
実
際
の
「
モ
ノ
」
を
通
し
て
「
生
活
」
の
中

で
深
く
考
察
さ
れ
て
い
っ
た
。

（
三
）
戦
時
下
の
「
新
し
き
美
の
標
準
」
と
地
方
文
化
運
動

　

一
九
三
〇
年
代
に
「
健
康
の
美
」
が
生
活
空
間
の
中
で
把
握
さ
れ
、
具
体
的
な
「
不
健
康
な
も
の
」「
病
的
な
も
の
」
と
の
比

較
を
通
じ
て
検
討
さ
れ
た
後
、
四
〇
年
代
に
入
る
と
、
柳
は
そ
の
生
涯
の
中
で
最
も
「
健
康
」
と
い
う
語
句
を
用
い
て
「
美
の
標

準
」
を
説
き
、
各
論
稿
に
お
い
て
「
健
康
」
の
意
義
を
繰
り
返
し
強
調
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
最
も
特
筆
さ
れ
る
の
は
、
四
〇
年

に
「
新
し
き
美
の
標
準
」
と
し
て
「
健
康
の
美
」
を
掲
げ
た
点
で
あ
り）

41
（

、
二
〇
年
代
半
ば
か
ら
始
ま
っ
た
民
藝
運
動
の
展
開
に
比

例
し
、
柳
の
民
藝
論
も
深
化
し
て
い
く
な
か
で
、「
健
康
の
美
」
は
そ
の
座
標
を
安
定
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。



19

柳宗悦の民藝思想における「健康の美」概念の形成と展開（水津智博）

　

一
九
四
〇
年
三
月
の
『
工
藝
』
一
〇
二
号
に
発
表
さ
れ
た
「
健
康
性
と
美
」
で
は
、「
個
性
」
を
重
ん
じ
「
自
由
性
」
を
極
度

に
求
め
た
「
意
識
の
時
代
」
＝
「
近
代
」
の
特
色
を
「
悪
魔
的
な
も
の
や
、
廃
頽
的
な
も
の
や
、
変
態
的
な
も
の
や
、
夢
幻
的
な

も
の
」
を
産
ん
だ
時
代
と
し
て
否
定
的
に
捉
え
、「
病
的
な
要
素
」
と
「
美
の
本
道
」
を
区
別
す
る
な
か
で
、
後
者
の
「
美
」
の

問
題
を
「
最
も
緊
要
な
切
実
な
問
題
」
と
し
て
提
示
す
る
。
そ
し
て
、「
本
道
の
美
」
＝
「
常
態
の
美
」
こ
そ
「
人
類
が
則
ら
ね

ば
な
ら
ぬ
正
道
の
美
」
＝
「
健
康
な
も
の
」
と
し
て
定
め
、
一
般
に
人
が
「
健
康
」
で
あ
る
時
、
特
別
「
健
康
」
を
意
識
し
な
い

と
い
う
点
を
読
者
に
語
り
か
け
な
が
ら
、「
病
気
」
に
罹
り
「
不
健
康
な
も
の
」
が
染
み
込
ん
だ
「
現
在
」
に
お
い
て
「
健
康
の

意
義
」
を
改
め
て
考
え
る
必
要
を
説
く）

42
（

。

　

柳
は
、「
健
康
」
が
「
決
し
て
特
別
な
状
態
を
意
味
し
な
い
」
こ
と
、「
健
康
の
美
よ
り
生
活
に
即
し
た
美
は
な
い
」
こ
と
、

「
健
康
は
生
理
に
於
て
も
、
道
徳
に
於
て
も
、
社
会
に
於
て
も
、
美
学
に
於
て
も
、
当
然
基
準
と
な
る
べ
き
原
理
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
こ
と
を
そ
れ
ぞ
れ
強
調
す
る
が
、
他
の
価
値
と
の
関
係
性
は
ど
の
よ
う
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
柳
は
「
美
に
は
色
々

な
相
が
あ
ら
う
」
と
問
い
か
け
、「
強
い
美
」「
弱
い
美
」「
激
し
い
美
」「
静
か
な
美
」「
鋭
い
美
」「
優
し
い
美
」「
楽
し
い
美
」

「
悲
し
い
美
」「
皮
肉
な
美
」「
冷
酷
な
美
」「
陰
鬱
な
美
」
等
の
様
々
な
「
美
の
相
」
を
挙
げ
な
が
ら
、「
併
し
私
達
は
そ
れ
等
の

様
々
な
美
の
相
を
眺
め
て
そ
の
中
の
ど
れ
が
、
価
値
と
し
て
最
も
上
位
に
置
か
る
べ
き
か
を
問
ふ
こ
と
が
出
来
る
。
又
ど
れ
が

吾
々
の
生
活
に
と
つ
て
、
最
も
重
要
で
あ
る
か
を
省
み
る
こ
と
が
出
来
よ
う
」
と
提
起
し
、「
近
代
」
に
お
い
て
求
め
ら
れ
た

「
異
数
な
美
」「
変
調
の
美
」
と
対
比
さ
せ
つ
つ
、「
健
康
の
美
」
を
最
上
位
に
位
置
づ
け
た）

43
（

。

　

同
年
一
〇
月
に
書
か
れ
た
「
新
し
き
美
の
標
準
」
に
お
い
て
も
「
私
達
の
長
い
間
の
観
察
と
経
験
と
が
到
達
し
た
も
の
は
、
実

に
「
健
康
な
美
」
と
云
ふ
こ
と
に
外
な
ら
な
か
つ
た
」
と
述
べ
ら
れ
、「
肉
体
的
な
常
態
」
に
と
ど
ま
ら
な
い
「
あ
ら
ゆ
る
文
化

面
」
の
「
健
康
な
様
態
」
が
重
ね
て
強
調
さ
れ
た
。
そ
の
う
え
で
、「
健
康
」
が
ど
の
よ
う
な
形
で
具
体
的
に
実
現
さ
れ
る
の
か
、
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「
遊
ぶ
者
よ
り
働
く
者
に
も
つ
と
健
全
な
肉
体
や
精
神
が
宿
る
」
と
い
う
比
喩
も
引
用
さ
れ
つ
つ
、「
如
何
に
生
活
に
即
し
た
も
の
、

即
ち
実
際
的
な
生
活
に
根
ざ
し
た
領
域
に
か
か
る
健
実
な
性
質
が
多
い
か
を
看
却
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
言
ひ
換
へ
れ
ば
実
用

性
に
結
合
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
美
は
健
康
を
取
り
戻
す
の
で
あ
る
」
と
、「
用
」
と
「
健
康
」
の
結
び
つ
き
が
指
摘
さ
れ
、「
就
中

民
藝
の
世
界
が
、
如
何
に
多
く
健
康
の
美
を
今
日
迄
保
有
し
て
来
た
か
を
解
す
る
で
あ
ら
う
」
と
展
開
さ
れ
る）

44
（

。

　

他
方
、
一
九
四
五
年
に
書
か
れ
た
「
新
体
制
と
工
藝
美
の
問
題
」
や
「
時
局
と
美
の
原
理
」
に
お
い
て
は
、
上
述
の
「
健
康
の

美
」
が
戦
時
下
の
状
況
と
の
関
連
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
前
者
で
は
、
同
時
代
に
お
い
て
工
藝
団
体
は
多
数
存
在
す
る
一
方
、

民
藝
の
理
念
を
「
完
成
す
る
」
た
め
に
は
、
民
藝
運
動
こ
そ
「
新
体
制
の
要
望
」「
新
組
織
の
要
求
」
に
寄
与
で
き
る
存
在
と
し

て
、
時
局
と
の
共
鳴
が
力
説
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
戦
時
下
に
お
け
る
民
藝
の
強
調
は
「
新
体
制
へ
の
迎
合
と
か
、
在

来
の
立
場
の
放
棄
と
か
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
」
く
、
民
藝
の
「
立
場
は
時
勢
に
引
き
づ
ら
れ
る
消
極
的
な
も
の
で
は
な
く
、

寧
ろ
新
し
い
体
制
を
正
し
い
方
向
に
深
め
る
積
極
的
な
仕
事
で
あ
る
」
と
慎
重
に
位
置
づ
け
ら
れ
、「
新
体
制
」
の
要
求
す
る
美

が
ま
さ
に
「
健
康
の
美
」
で
あ
る
こ
と
が
唱
え
ら
れ
る）

45
（

。
後
者
で
は
、「
民
藝
の
原
理
こ
そ
は
、
如
何
な
る
時
代
に
も
即
応
し
得

る
用
意
で
あ
る
。
そ
れ
は
時
局
の
性
質
に
よ
つ
て
左
右
さ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
不
動
な
原
理
は
い
つ
の
時
代
に
於
て
も
、
妥
当
な

規
範
的
権
威
を
有
つ
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
、「
美
を
通
し
て
の
生
活
の
健
康
化
」
が
特
定
の
時
代
に
の
み
当
て
は
ま
ら
な

い
と
留
意
さ
れ
な
が
ら
、
戦
時
下
に
お
い
て
は
一
層
省
み
ら
れ
る
べ
き
内
容
で
あ
る
こ
と
が
綴
ら
れ
る）

46
（

。
時
局
に
対
す
る
親
和
性

を
高
め
つ
つ
強
力
に
発
揮
さ
れ
た
「
健
康
の
美
」
論
は
、
実
際
に
大
政
翼
賛
会
文
化
部
の
主
導
し
た
地
方
文
化
運
動
の
実
践
を
担

う
形
で
展
開
し
て
い
っ
た
。

　

時
期
は
前
後
す
る
が
、
四
一
年
一
月
に
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
形
式
で
翼
賛
会
文
化
部
か
ら
発
表
さ
れ
た
「
地
方
文
化
新
建
設
の
根
本

理
念
と
当
面
の
方
策
」
で
は
、「
当
面
の
方
策
」
の
「
地
方
文
化
の
伝
統
維
持
並
に
発
揚
」
に
お
い
て
、「
民
藝
の
保
存
と
そ
の
健
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全
な
る
発
達
を
指
導
す
る
こ
と
」
が
明
確
に
記
さ
れ
て
お
り
、
地
方
文
化
運
動
の
開
始
期
に
お
い
て
、「
民
藝
」
は
す
で
に
「
維

持
」「
発
揚
」
さ
れ
る
べ
き
「
地
方
文
化
の
伝
統
」
の
中
に
は
っ
き
り
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
柳
は
ま
さ
に
「
講

演
会
、
講
習
会
、
座
談
会
、
展
覧
会
等
の
開
催
」「
ラ
ヂ
オ
、
新
聞
雑
誌
、
出
版
文
書
等
の
積
極
的
活
用
」
に
よ
っ
て
「
文
化
の

地
方
的
特
色
を
最
大
に
発
揮
せ
し
め
る
」
実
践
へ
と
乗
り
出
し
、「
東
亜
文
化
新
建
設
の
基
盤
」
を
確
立
す
る
「
新
体
制
」
に
共

振
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る）

47
（

。

　

柳
は
、
四
〇
年
九
月
に
日
本
民
藝
館
で
開
か
れ
た
農
林
省
積
雪
地
方
農
村
経
済
調
査
所
主
催
に
よ
る
地
方
工
藝
振
興
機
関
結
成

の
た
め
の
協
議
会
に
て
「
新
体
制
の
手
工
藝
文
化
組
織
に
対
す
る
提
案
」
を
説
明
し
、
そ
の
な
か
で
「
民
族
的
に
し
て
健
康
な
美

と
い
ふ
も
の
を
示
し
た
も
の
が
一
番
工
藝
と
し
て
本
髄
の
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
結
論
」
を
披
歴
し
た）

48
（

。
こ
の
よ
う
な
柳
の
意
識
は
、

秋
田
県
角
館
の
伝
統
工
藝
品
で
あ
る
樺
細
工
の
伝
習
を
通
し
て
、
実
践
へ
と
発
展
し
た
。「
用
途
を
旨
」
と
し
て
作
ら
れ
た
樺
細

工
は
「
出
来
る
だ
け
健
実
で
無
駄
の
少
い
も
の
」
で
あ
り）

49
（

、
ま
さ
に
「
生
活
」
の
な
か
で
「
健
康
の
美
」
を
彩
る
工
藝
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
戦
時
下
、
柳
の
民
藝
思
想
に
お
け
る
「
健
康
の
美
」
は
、
地
方
文
化
の
「
顕
揚
」
を
思
想
・
実
践
両
面
に
お
い
て
下
支

え
し
た
の
で
あ
っ
た
。

三　

戦
後
の
「
健
康
の
美
」
論

（
一
）
妙
好
人
と
の
邂
逅

　

戦
後
の
柳
思
想
に
お
い
て
特
徴
的
な
の
が
仏
教
美
学
論
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
も
の
の
、「
健
康
の
美
」
論
の
側
か
ら

民
藝
論
を
捉
え
た
場
合
、
妙
好
人
の
存
在
が
興
味
深
く
映
る
こ
と
は
看
過
で
き
な
い
。
妙
好
人
と
は
、
浄
土
真
宗
の
篤
信
者
を
指
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す
言
葉
で
、
柳
は
特
に
現
在
の
鳥
取
県
鳥
取
市
に
実
在
し
た
妙
好
人
「
足
利
源
左
衛
門
」（「
因
幡
の
源
左
」）
に
関
心
を
抱
き
、

一
九
五
〇
年
九
月
に
『
妙
好
人
因
幡
の
源
左
』
を
上
梓
し
た）

50
（

。
源
左
に
対
す
る
柳
の
意
識
は
、
そ
れ
自
体
が
仏
教
美
学
論
の
文

脈
に
お
い
て
意
味
を
持
つ
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
は
、
柳
が
民
藝
品
を
「
妙
好
品
」
と
呼
称
し
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
や

木
喰
上
人
に
見
出
し
た
身
体
的
・
精
神
的
「
健
康
性
」
を
妙
好
人
に
も
同
様
に
見
て
取
ろ
う
と
し
た
点
を
中
心
に
検
討
す
る
。

　

柳
は
、
源
左
の
身
体
的
特
徴
に
つ
い
て
「
彼
の
丈
は
五
尺
四
寸
ば
か
り
で
あ
つ
た
。
躰
質
は
頑
丈
で
骨
格
は
逞
し
く
、
眼
は
大

き
く
口
許
は
し
ま
り
、
特
に
彼
の
両
手
は
弛
ま
ざ
る
労
働
の
し
る
し
で
あ
つ
た
」
と
記
述
し
、
食
生
活
と
健
康
に
関
し
て
は
「
彼

は
健
啖
で
あ
つ
た
。
… 
彼
は
病
気
を
し
た
こ
と
が
な
か
つ
た
。
従
つ
て
薬
も
と
ら
な
か
つ
た
。
酒
や
煙
草
も
飲
ま
な
か
つ
た
」

と
説
明
す
る）

51
（

。

　

こ
の
よ
う
な
「
健
康
」
な
源
左
の
姿
は
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
や
木
喰
上
人
を
想
起
さ
せ
る
。
柳
は
「
労
働
」
に
生
き
る
源
左
に
も

注
目
し
、「
彼
の
勤
勉
は
驚
く
ば
か
り
で
あ
つ
た
。
… 

人
間
は
働
く
や
う
に
造
ら
れ
て
ゐ
る
と
彼
は
い
つ
も
云
つ
た
。
働
く
こ
と

を
彼
は
寧
ろ
可
愛
が
つ
た
。
… 

彼
は
道
路
の
改
修
と
か
水
害
の
修
復
と
か
、
公
の
仕
事
に
は
進
ん
で
労
力
を
捧
げ
た
」
と
特
筆

す
る）

52
（

。

　
「
献
身
的
」
な
源
左
の
人
間
像
が
、
木
喰
上
人
と
同
じ
よ
う
に
宗
教
的
な
側
面
に
因
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、

「
働
く
」
こ
と
を
喜
ん
だ
姿
勢
に
柳
が
関
心
を
抱
い
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
柳
は
、
妙
好
人
を
決
し
て
稀
有
な
「
天

才
」
と
し
て
見
て
お
ら
ず
、「
時
代
」
が
生
ん
だ
「
民
衆
」
の
一
形
態
と
見
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
健
康
」
に
生
き
、
仕
事
に
勤

し
む
妙
好
人
源
左
は
、「
無
名
の
工
人
」
か
ら
生
み
出
さ
れ
、
生
活
の
中
で
「
労
働
」
す
る
民
藝
品
と
同
じ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
人
」
に
対
す
る
柳
の
興
味
関
心
は
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
、
木
喰
上
人
に
始
ま
り
、
戦
後
は
妙
好
人
に
ま
で
至
っ
た
が
、
そ
の
見
方

に
一
貫
し
て
い
た
の
は
、
身
体
的
・
精
神
的
な
「
健
康
性
」
で
あ
り
、
彼
ら
が
生
み
出
し
た
「
モ
ノ
」（
詩
・
仏
像
・
言
葉
）
で



23

柳宗悦の民藝思想における「健康の美」概念の形成と展開（水津智博）

あ
り
、
彼
ら
を
生
ん
だ
「
時
代
」
で
あ
っ
た
。

（
二
）
茶
の
病
い

　

戦
後
唱
え
ら
れ
た
茶
道
批
判
論
で
は
、
茶
の
課
題
・
論
点
を
「
茶
の
病
」「
茶
の
功
罪
」
と
掲
げ
な
が
ら
、
家
元
中
心
主
義
的

な
同
時
代
の
茶
の
在
り
方
を
痛
烈
に
批
判
し
て
い
る
。
戦
後
に
書
か
れ
た
柳
の
茶
道
論
の
う
ち
、
最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
、
一

九
五
〇
年
三
月
に
発
表
さ
れ
た
「「
茶
」
の
病
ひ
」
で
は
、「
型
」
に
嵌
り
「
風
流
」
を
気
取
っ
た
茶
、
茶
人
の
「
眼
の
力
」
の
低

下
、「
権
威
」
や
「
金
力
」
に
依
存
す
る
茶
、
実
態
の
伴
わ
な
い
「
家
元
中
心
主
義
」、
免
許
制
や
「
十
職
」「
道
具
屋
」
を
め
ぐ

る
経
済
の
相
互
依
存
体
制
、「
茶
室
」
と
普
段
の
生
活
の
分
離
等
の
側
面
を
鋭
く
暴
い
て
い
る）

53
（

。

　
「「
茶
」
の
病
ひ
」
の
後
、
柳
は
五
〇
年
代
に
多
く
の
茶
道
論
を
著
し
、
そ
れ
ら
を
ま
と
め
て
五
八
年
一
〇
月
に
『
茶
の
改
革
』

を
刊
行
す
る
。
こ
の
な
か
で
、
柳
は
「
モ
ノ
」
論
と
し
て
の
民
藝
思
想
と
仏
教
美
学
論
を
融
合
さ
せ
、
茶
道
論
の
見
取
り
図
を
提

示
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
茶
」
の
歴
史
に
お
け
る
「
功
罪
」
を
明
ら
か
に
し
、「
正
し
い
茶
」
を
取
り
戻
そ
う
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

柳
は
「
茶
人
た
る
資
格
」
と
し
て
、「
眼
力
の
人
で
あ
る
こ
と
」「
筋
の
通
つ
た
茶
器
の
所
持
者
で
あ
る
こ
と
」「
必
然
さ
の
あ
る

茶
法
を
心
得
る
こ
と
」「
心
の
浄
い
人
、
清
貧
の
人
、
脱
落
の
人
、
私
な
き
人
」「
平
常
の
暮
し
に
「
茶
」
の
精
神
の
活
き
て
い
る

人
」「
創
造
力
の
あ
る
人
」「
情
操
の
豊
か
な
人
」
を
そ
れ
ぞ
れ
提
示
す
る
形
で
、
時
代
の
下
降
と
と
も
に
「
必
然
さ
」
を
欠
き
な

が
ら
定
着
し
た
「
型
」
や
「
風
流
」、「
眼
力
」
の
低
下
を
見
直
し
、「
モ
ノ
」
を
「
直
観
」
す
る
「
本
来
的
な
茶
」
を
志
向
す
る）

54
（

。

　

こ
の
よ
う
な
茶
に
対
す
る
分
析
の
過
程
で
、
柳
は
茶
室
に
「
健
康
」
を
取
り
戻
そ
う
と
、
自
ら
茶
会
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
と
い
う

実
践
に
出
た
。
五
五
年
一
二
月
五
日
に
日
本
民
藝
館
を
会
場
と
し
て
試
み
ら
れ
た
柳
考
案
の
茶
会
は
、「
茶
室
」「
茶
室
外
」
の
分

離
や
「
道
具
屋
」
と
の
癒
着
関
係
を
克
服
し
た
形
の
「
茶
」
で
あ
っ
た
。
柳
は
、
五
六
年
三
月
の
『
民
藝
』
三
九
号
の
「
附
記
」
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に
て
「
私
に
は
今
ま
で
の
茶
室
も
、
ど
う
も
弱
々
し
く
繊
細
で
、
が〔
マ
マ
〕
ま
ん
が
出
来
ぬ
。
建
物
に
も
も
つ
と
健
康
を
取
り
戻
し
た
い
。

… 
特
に
家
元
や
道
具
屋
な
ど
と
は
関
係
の
な
い
会
に
し
た
の
で
あ
る
」
と
振
り
返
る
。
し
か
し
、
柳
が
念
頭
に
置
く
の
は
、
茶

室
だ
け
で
は
な
く
、「
作
法
」「
茶
を
点
て
る
者
の
服
装
」
に
も
及
び
、「
必
然
さ
の
あ
る
法
」
と
い
う
点
か
ら
も
、「「
茶
」
の
集

り
」
を
「
楽
し
い
も
の
で
あ
る
と
共
に
、
浄
い
も
の
で
あ
り
た
い
。
そ
れ
に
自
由
さ
が
な
け
れ
ば
活
き
た
茶
に
は
な
ら
ぬ
」
と
捉

え
て
い
る）

55
（

。

　
「
不
健
康
」
で
「
病
」
を
抱
え
た
茶
の
実
態
を
受
け
、
か
つ
て
初
期
の
茶
人
ら
が
「
見
立
て
た
」
よ
う
に
、「
眼
」
に
よ
っ
て
必

然
的
で
「
自
由
」
な
茶
を
模
索
し
た
こ
と
、
こ
れ
が
柳
の
民
藝
思
想
の
到
達
点
で
あ
り
、「
健
康
の
美
」
論
の
最
後
の
実
践
だ
っ

た
よ
う
に
思
え
る
。

（
三
）
民
藝
の
脱
─形
式
化
と
「
健
康
」

　

戦
後
唱
え
ら
れ
た
民
藝
論
は
、
一
つ
に
「
民
」
を
強
調
し
た
も
の
が
あ
り
、
他
方
「
民
藝
」
と
い
う
枠
組
を
「
意
図
的
に
」
解

き
放
ち
、「
モ
ノ
」
を
「
直
観
」
す
る
と
い
う
原
点
に
立
ち
返
ろ
う
と
し
た
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
柳
は

「
民
主
主
義
」
の
時
代
に
な
っ
た
か
ら
「
民
藝
」
を
提
唱
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
留
意
し
、
そ
の
「
不
変

4

4

性
」
＝
「
不
動
の
原
理
」

を
改
め
て
提
示
し
た
。
ま
た
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
形
容
詞
的
に
「
民
藝
」
が
用
い
ら
れ
る
事
例
を
憂
い
、「
民
藝
」
の
「
脱
形

式
化
」
＝
「
立
場
な
き
立
場
」
の
提
示
を
主
張
し
た
。

　

一
九
四
六
年
七
月
の
『
民
藝
』
七
〇
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
民
藝
の
強
み
」
で
は
、
時
代
を
問
わ
ず
提
示
さ
れ
る
「
民
藝
論
」
＝

「
規
範
と
し
て
の
美
論
」
の
核
と
な
る
部
分
が
説
明
さ
れ
る
。
柳
は
「
こ
の
世
に
は
余
り
に
も
変
説
が
多
く
迎
合
が
多
い
」
と
嘆

き
な
が
ら
、「
民
藝
美
論
が
常
に
標
榜
す
る
「
健
康
の
美
」
は
、
時
代
を
貫
い
て
不
変

4

4

で
あ
る
。
戦
前
と
雖
も
、
戦
中
と
雖
も
、
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戦
後
と
雖
も
、
堂
々
こ
の
一
本
槍
で
通
し
お
ほ
せ
る
」
と
強
調
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
「
健
康
の
美
」
と
い
う
「
一
本

槍
」
は
「
古
い
」「
新
し
い
」
と
い
う
時
間
的
な
物
差
し
で
評
価
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、「「
永
遠
の
今
」
の
中
に
在
る
」
不
動

の
原
理
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る）

56
（

。

　

戦
後
、
柳
は
「
民
藝
」
が
誤
っ
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
を
嘆
き
な
が
ら
、『
手
仕
事
の
日
本
』（
一
九
四
八
年
六
月
）
や
『
日
本
の

民
藝
』（
一
九
六
〇
年
一
二
月
）
等
の
著
作
を
通
し
て
、
北
は
北
海
道
か
ら
南
は
沖
縄
ま
で
の
生
活
工
藝
、
そ
し
て
東
ア
ジ
ア
、

世
界
各
地
の
民
藝
品
を
詳
細
に
取
り
上
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
残
る
固
有
の
自
然
と
生
活
文
化
の
実
像
を
通
し
て
、「
健
康
の

美
」
の
重
要
性
を
繰
り
返
し
論
じ
た
。
民
藝
思
想
の
展
開
と
と
も
に
「
モ
ノ
」
と
「
生
活
」
の
在
り
方
も
見
直
さ
れ
、「
健
康
の

美
」
も
ま
た
、「
時
代
」
を
貫
く
「
美
の
標
準
」
で
あ
り
続
け
た
。

お
わ
り
に
│
民
藝
と
「
健
康
」

　

本
稿
で
は
、
柳
宗
悦
の
民
藝
思
想
に
お
け
る
「
健
康
の
美
」
概
念
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
以
下
、
簡
単
に
ま
と
め
て
み
た

い
。

　

一
九
一
〇
年
代
に
傾
倒
し
た
メ
チ
ニ
コ
フ
と
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
を
通
し
て
、
柳
は
後
の
民
藝
思
想
に
繫
が
る
「
健
康
」
の
重
要
性

を
自
覚
し
た
。
そ
れ
は
、
第
一
に
「
順
生
涯
」
の
た
め
の
「
健
康
」
の
重
要
性
で
あ
り
、
第
二
に
「
当
た
り
前
」
を
自
ら
の
身
体

と
思
想
で
体
現
し
た
人
間
性
に
お
け
る
「
健
康
さ
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
受
容
の
後
、
二
〇
年
代
半
ば
に
は
木
喰
上
人
の
仏
像

と
「
直
観
的
」
に
出
会
い
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
に
見
出
し
た
も
の
と
同
様
の
「
健
康
さ
」
を
上
人
に
も
見
出
し
た
。
そ
し
て
、
柳
は

『
日
本
民
藝
美
術
館
設
立
趣
意
書
』
に
お
い
て
、「
健
康
」
的
な
美
し
さ
の
意
義
を
記
し
、
二
〇
年
代
後
半
に
は
、
生
活
の
中
で
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「
健
康
」
的
な
工
藝
を
用
い
る
こ
と
の
意
味
を
問
い
直
し
、『
工
藝
の
道
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
工
藝
の
「
健
康
さ
」
と
実
用
性

の
密
接
な
関
わ
り
に
つ
い
て
体
系
的
に
論
じ
た
。

　

民
藝
館
の
設
立
構
想
と
生
活
・
工
藝
の
ト
ー
タ
ル
デ
ザ
イ
ン
化
が
模
索
さ
れ
る
な
か
で
、
一
九
三
〇
年
代
に
入
る
と
、
同
時
代

に
蔓
延
る
「
不
健
康
な
も
の
」「
病
的
な
も
の
」
と
の
比
較
に
よ
っ
て
、
具
体
的
な
「
健
康
性
」
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
生
活
空

間
や
展
示
空
間
を
「
健
康
」
的
な
も
の
に
し
て
い
く
と
い
う
思
考
の
枠
組
み
は
、
究
極
的
に
「
台
所
」
へ
の
着
目
と
し
て
展
開
し
、

「
モ
ノ
」「
人
」
が
と
も
に
忙
し
く
働
く
こ
と
が
「
健
康
の
美
」
に
発
展
す
る
と
い
う
主
張
に
繫
が
っ
た
。
三
〇
年
代
末
に
集
中
的

に
傾
倒
し
た
沖
縄
文
化
に
つ
い
て
も
、
芭
蕉
布
に
対
す
る
関
心
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、「
モ
ノ
」
の
素
材
、
製
作
過
程
、
使
用

方
法
を
有
機
的
に
把
握
し
「
健
康
」
を
読
み
取
る
柳
独
自
の
思
考
方
法
が
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　

四
〇
年
代
に
入
る
と
、
戦
時
下
の
国
策
と
共
振
し
な
が
ら
、
む
し
ろ
時
局
に
寄
り
添
う
形
で
、
民
藝
思
想
は
理
論
的
に
も
実
践

的
に
も
円
熟
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
秋
田
県
角
館
の
伝
統
工
藝
品
で
あ
る
樺
細
工
の
伝
習
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

過
去
の
古
民
藝
を
保
存
・
啓
蒙
し
て
い
く
と
い
う
実
践
だ
け
で
な
く
、
現
存
す
る
民
藝
文
化
を
い
か
に
守
り
抜
く
か
と
い
う
新
作

民
藝
の
取
り
組
み
に
も
発
展
し
て
い
っ
た
。「
民
族
」（「
日
本
的
な
る
も
の
」）
と
「
健
康
の
美
」
の
「
顕
揚
」
は
相
互
に
親
和
性

を
共
有
し
な
が
ら
民
藝
を
形
容
す
る
第
一
の
表
現
と
な
り
、「
健
康
の
美
」
は
「
新
し
き
美
の
標
準
」
と
設
定
さ
れ
、
地
方
文
化

運
動
を
下
支
え
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

戦
後
、
柳
は
妙
好
人
に
対
し
て
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
や
木
喰
上
人
と
同
じ
よ
う
な
身
体
的
・
精
神
的
な
「
健
康
性
」
を
見
出
す
と

と
も
に
、
痛
烈
な
茶
道
批
判
論
の
な
か
で
、
同
時
代
的
な
「
茶
の
病
」
を
列
挙
し
な
が
ら
、
他
方
、
自
ら
茶
会
を
デ
ザ
イ
ン
す
る

な
ど
、「
茶
」
に
「
健
康
」
を
取
り
戻
そ
う
と
尽
力
し
た
。
戦
後
に
は
、
民
藝
が
特
定
の
時
代
に
の
み
適
応
す
る
存
在
で
は
な
く
、

「
不
変

4

4

」
的
な
理
念
で
あ
る
旨
が
改
め
て
強
調
さ
れ
、「
健
康
の
美
」
こ
そ
が
「
ど
の
時
代
」
に
お
い
て
も
最
高
位
の
美
で
あ
る
こ
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と
が
繰
り
返
し
唱
え
ら
れ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
柳
の
民
藝
論
に
お
け
る
「
健
康
の
美
」
と
は
、
民
藝
運
動
の
展
開
と
と
も
に
深
化
し
た
「
美
の
標
準
」
で
あ
り
、

常
に
具
体
的
な
「
不
健
康
な
も
の
」「
病
的
な
も
の
」
の
事
例
と
の
比
較
を
通
じ
て
明
確
化
さ
れ
た
美
概
念
だ
っ
た
こ
と
が
理
解

さ
れ
る
。
そ
し
て
、「
健
康
の
美
」
は
、
単
な
る
「
モ
ノ
」
の
実
用
性
だ
け
を
強
調
し
た
表
現
で
は
な
く
、「
モ
ノ
」
の
素
材
か
ら

そ
れ
を
使
う
生
活
の
在
り
方
ま
で
を
も
有
機
的
に
把
握
す
る
価
値
標
準
で
あ
り
、「
近
代
の
生
活
」
に
お
い
て
「
モ
ノ
」
と
「
人
」

の
関
係
性
を
問
い
直
す
方
法
と
し
て
提
起
さ
れ
た
思
考
の
枠
組
み
だ
っ
た
こ
と
が
考
察
さ
れ
る
。

　

個
別
具
体
的
な
民
藝
を
「
眼
」
で
見
出
し
て
い
っ
た
柳
の
民
藝
思
想
は
、
運
動
の
展
開
と
と
も
に
体
系
的
に
整
理
さ
れ
、
民
藝

美
の
特
徴
に
つ
い
て
も
「
実
用
」「
多
量
」「
地
方
」「
自
然
」「
無
銘
」「
廉
価
」
等
の
要
素
別
に
細
か
く
記
述
さ
れ
て
い
っ
た
。

そ
の
な
か
で
、「
健
康
の
美
」
や
「
健
康
性
」
は
「
用
の
美
」「
実
用
性
」
に
下
支
え
さ
れ
た
民
藝
論
の
核
と
な
る
概
念
で
あ
る
こ

と
が
提
示
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、「
健
康
の
美
」
と
は
、「
不
健
康
」
で
「
病
的
」
な
同
時
代
の
工
藝
や
生
活
の
実
態
を
省
み
る
過

程
で
「
民
藝
」
の
方
向
性
を
決
定
づ
け
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
柳
の
民
藝
論
は
、
単
な
る
工
藝
論

に
と
ど
ま
ら
ず
、「
モ
ノ
」
と
「
人
」
の
関
係
性
を
再
考
し
、「
健
康
の
美
」
で
溢
れ
る
生
活
を
実
現
す
る
と
い
う
一
種
の
社
会
改

善
の
意
味
を
内
包
し
た
文
化
思
想
だ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

附
記

新
潟
県
下
の
木
喰
仏
に
関
す
る
史
料
は
、
新
潟
県
立
文
書
館
、
柏
崎
市
立
図
書
館
に
ご
提
供
い
た
だ
い
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
お
礼
を
申
し
上

げ
た
い
。
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註（
1
）　

こ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
「
健
康
」
と
い
う
表
現
が
他
の
美
概
念
と
異
な
り
、
比
較
的
平
易
な
単
語
で
あ
る
こ
と
、
柳
思
想
に

お
け
る
「
健
康
」
概
念
を
網
羅
的
に
、
そ
し
て
体
系
的
に
整
理
す
る
こ
と
が
容
易
で
は
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
朝
鮮
芸
術
論
と

「
健
康
の
美
」
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
李
進
熙
「
柳
宗
悦
と
朝
鮮
の
美
」（『
全
集
』
六
巻
〔
月
報
〕）
を
参
照
。

（
2
）　

鶴
見
俊
輔
『
柳
宗
悦
』（
平
凡
社
、
一
九
七
六
年
）、
阿
満
利
麿
『
柳
宗
悦
│
美
の
菩
薩
』〈
増
補
版
〉（
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
九
年
、
初

版
は
リ
ブ
ロ
ポ
ー
ト
よ
り
一
九
八
七
年
）、
大
沢
啓
徳
「
柳
宗
悦
に
お
け
る
「
健
全
な
美
」
に
つ
い
て
」『
哲
学
世
界
』
三
三
号
（
早
稲
田

大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
、
二
〇
一
一
年
）、
大
沢
啓
徳
『
柳
宗
悦
と
民
藝
の
哲
学
│
「
美
の
思
想
家
」
の
軌
跡
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

二
〇
一
八
年
）。

（
3
）　

前
掲
、
鶴
見
著
、
九
六
〜
一
一
九
頁
。

（
4
）　

前
掲
、
阿
満
著
、
一
六
八
〜
一
七
〇
頁
。

（
5
）　

前
掲
、
大
沢
論
文
、
一
四
〜
一
五
頁
。

（
6
）　

前
掲
、
大
沢
著
、
三
〇
〜
三
二
頁
。

（
7
）　

同
右
、
二
三
一
頁
。

（
8
）　

前
掲
、
鶴
見
著
、
一
〇
九
頁
。

（
9
）　

同
右
、
九
六
〜
一
〇
八
頁
。

（
10
）　

同
右
、
一
一
五
〜
一
一
六
頁
。

（
11
）　
「
メ
チ
ニ
コ
フ
の
科
学
的
人
生
観
」（『
全
集
』
一
巻
）、
一
二
一
頁
。

（
12
）　

同
右
、
一
二
五
〜
一
二
六
、
一
四
〇
頁
。

（
13
）　
「
ホ
ヰ
ッ
ト
マ
ン
に
就
て
」（『
全
集
』
五
巻
）、
一
四
頁
。

（
14
）　
「
肯
定
の
二
詩
人
」（『
全
集
』
五
巻
）、
八
四
頁
。

（
15
）　
「
ホ
ヰ
ッ
ト
マ
ン
に
就
い
て
」（『
全
集
』
一
巻
）、
二
九
六
頁
。

（
16
）　

木
喰
仏
に
関
す
る
近
年
の
研
究
で
は
、
五
来
重
『
円
空
と
木
喰
』（
淡
交
社
、
一
九
九
七
年
）
な
ど
を
参
照
。

（
17
）　
「
木
喰
上
人
に
就
て
」（『
全
集
』
七
巻
）、
二
七
一
〜
二
七
二
頁
。
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（
18
）　
「
木
喰
上
人
略
伝
」（『
全
集
』
七
巻
）、
二
六
頁
。

（
19
）　
「
故
郷
丸
畑
に
於
け
る
上
人
の
彫
刻
」（『
全
集
』
七
巻
）、
一
〇
五
頁
。

（
20
）　
「
上
人
の
日
本
廻
国
」（『
全
集
』
七
巻
）、
三
三
頁
。

（
21
）　
『
木
喰
五
行
上
人
畧
伝
』（『
全
集
』
七
巻
）、
二
五
一
〜
二
五
二
頁
。

（
22
）　
「
木
喰
雑
記
」（『
越
後
タ
イ
ム
ス
』
一
九
二
四
年
一
一
月
二
日
付
、
第
五
面
）。

（
23
）　
「
世
界
的
に
珍
ら
し
い
木
喰
上
人
の
藝
術
荒
寺
に
彫
り
残
し
た
仏
像
と
其
無
欲
恬
淡
な
生
涯
柳
宗
悦
氏
談
」（『
新
潟
新
聞
』
一
九
二

五
年
五
月
二
三
日
付
、
第
五
面
）。

（
24
）　
「
解
説
」（『
全
集
』
八
巻
）、
六
三
二
〜
六
三
三
頁
。

（
25
）　
『
日
本
民
藝
美
術
館
設
立
趣
意
書
』（『
全
集
』
一
六
巻
）、
五
頁
。

（
26
）　

同
右
、
五
〜
六
頁
。

（
27
）　
「
下
手
も
の
ゝ
美
」（『
全
集
』
八
巻
）、
六
頁
。

（
28
）　

同
右
、
六
〜
七
頁
。

（
29
）　
『
工
藝
の
協
団
に
関
す
る
一
提
案
』（『
全
集
』
八
巻
）、
四
七
〜
五
七
頁
。

（
30
）　
『
工
藝
の
道
』（『
全
集
』
八
巻
）、
七
六
頁
。

（
31
）　

国
産
振
興
東
京
博
覧
会
編
『
東
京
商
工
会
議
所
主
催
大
礼
記
念
国
産
振
興
東
京
博
覧
会
事
務
報
告
』（
大
礼
記
念
国
産
振
興
東
京
博
覧

会
・
東
京
商
工
会
議
所
、
一
九
二
九
年
）、
三
七
七
頁
。

（
32
）　
「
挿
絵
小
解
」『
工
藝
』
三
五
号
（『
全
集
』
一
一
巻
）、
二
七
八
頁
。

（
33
）　

同
右
、
二
七
九
〜
二
八
〇
頁
。

（
34
）　

近
代
日
本
に
お
け
る
美
術
と
工
藝
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
木
田
拓
也
『
工
芸
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
近
代
│
「
日
本
的
な
も
の
」
の
創

出
│
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
四
年
）、
佐
藤
道
信
『
明
治
国
家
と
近
代
美
術
│
美
の
政
治
学
│
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
）、
土

田
眞
紀
『
さ
ま
よ
え
る
工
藝
│
柳
宗
悦
と
近
代
』（
草
風
館
、
二
〇
〇
七
年
）
を
参
照
。

（
35
）　
「
帝
展
の
工
藝
」（『
全
集
』
八
巻
）、
四
一
〇
頁
。

（
36
）　
「
沖
縄
の
芭
蕉
布
」（『
全
集
』
一
五
巻
）、
二
六
頁
。
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（
37
）　
『
芭
蕉
布
物
語
』（『
全
集
』
一
五
巻
）、
三
八
三
頁
。

（
38
）　

同
右
、
三
八
六
〜
三
九
八
頁
。

（
39
）　

同
右
、
四
〇
一
〜
四
〇
四
頁
。

（
40
）　

同
右
。

（
41
）　
「
新
し
き
美
の
標
準
」（『
日
本
文
化
時
報
』
七
一
号
、
一
九
四
〇
年
一
〇
月
）
に
よ
る
。
中
見
真
理
『
柳
宗
悦
時
代
と
思
想
』（
東
京

大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
）、
二
四
三
、
三
七
五
頁
。

（
42
）　
「
健
康
性
と
美
」『
工
藝
』
一
〇
二
号
（『
全
集
』
九
巻
）、
二
一
五
〜
二
二
二
頁
。

（
43
）　

同
右
。

（
44
）　
「
新
し
き
美
の
標
準
」（『
全
集
』
九
巻
）、
二
三
五
〜
二
四
一
頁
。

（
45
）　
「
新
体
制
と
工
藝
美
の
問
題
」（『
全
集
』
九
巻
）、
二
四
二
〜
二
六
一
頁
。

（
46
）　
「
時
局
と
美
の
原
理
」（『
全
集
』
九
巻
）、
五
六
八
〜
五
六
九
頁
。

（
47
）　
「
地
方
文
化
新
建
設
の
根
本
理
念
と
当
面
の
方
策
」（
北
河
賢
三
編
『
資
料
集
総
力
戦
と
文
化
』
一
巻
、
大
月
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
）、

八
頁
。

（
48
）　
『
全
集
』
九
巻
、
五
七
三
頁
。

（
49
）　
「
樺
細
工
の
伝
習
」（『
全
集
』
一
一
巻
）、
五
三
七
頁
。

（
50
）　

柳
は
、
鈴
木
大
拙
を
経
由
し
妙
好
人
の
存
在
を
知
っ
た
。
前
掲
、
中
見
著
、
三
七
七
頁
。

（
51
）　
『
妙
好
人
因
幡
の
源
左
』（『
全
集
』
一
九
巻
）、
三
五
八
〜
三
五
九
頁
。

（
52
）　

同
右
、
三
五
九
〜
三
六
〇
頁
。

（
53
）　
『
全
集
』
一
七
巻
、
三
〇
九
〜
三
三
九
頁
。

（
54
）　
『
全
集
』
一
七
巻
、
三
六
〜
三
七
頁
。

（
55
）　
「
解
題
」（『
全
集
』
一
七
巻
）、
六
五
〇
〜
六
五
二
頁
。
水
尾
比
呂
志
『
評
伝
柳
宗
悦
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
二
年
）、
二
七
六
〜
二

八
九
頁
。

（
56
）　
『
全
集
』
一
〇
巻
、
二
四
〜
二
五
頁
。
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T

he Form
ation and D

eploym
ent of the C

oncept “ H
ealthy B

eauty”  in M
ingei T

heory by Y
anagi-M

uneyoshi

SU
IZ

U
, T

om
ohiro

　

T
he m

ain purpose of this article is to clarify the form
ation and deploym

ent of the concept “ H
ealthy B

eauty”  in M
ingei 

theory by Y
anagi-M

uneyoshi. Y
anagi w

as devoted to Ilya M
echnikov

（1845

~1916

）and W
alter W

hitm
an

（1819

~

1892

）in the 1910s. Inspired by them
, he got the concept of “ health.”  A

fter that, he investigated K
orean A

rts and 

intuitively encountered w
ith M

okujiki-butsu

（S
tatues of B

uddha carved by M
okujiki-shonin

）. A
s a result of those 

experiences, he presented “ H
ealthy B

eauty”  as the highest-ranking beauty that could be found in “ G
etem

ono.”

　

O
rdinary and natural “ H

ealthy B
eauty,”  supported by “ practicability,”  w

as defined as an ideal beauty, for w
hich w

as 

com
prehensively aim

ed in living and exhibition space, through various practices for new
ly producted folk-crafts. 

M
oreover, the conceptual significance of “ H

ealthy B
eauty”  w

as clarified through criticism
 of som

ething unhealthy and 

pathological. “ H
ealthy beauty,”  w

hich presented as a “ new
 standard of beauty”  in tim

es of w
ar, w

as consistently 

em
phasized after the w

ar. T
hen, it becam

e essence of M
ingei theory.

　

C
onsidered “ H

ealthy beauty”  as the m
ost significant concept, the highest-ranking “ standard of beauty”  that w

as 

supported by “ the beauty of use,”  it is concluded that M
ingei theory is not only the theory of crafts but also a kind of 

ideology of social reform
 that im

plied the m
eaning of im

provem
ent of livings w

hich should be reflected on daily life.

（
令
和
元
年
度
史
学
専
攻　

博
士
前
期
課
程
修
了
）




