
71

ア
ル
ケ
イ
ア
―
記
録
・
情
報
・
歴
史
―

第
一
二
号　

二
〇
一
七
年
一
一
月　

七
一
―
八
九
頁

南
山
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ

Archeia: Documents, Information and History
No.12  November, 2017  pp.71-89
Nanzan Archives

Rethinking the Boundary between Arts and Cultural Materials: 
A Case of the Collection of the Japanese Folk Crafts Museum

民
芸
的
蒐
集
と
資
料
性

─
ア
ー
ト
的
な
も
の
と
資
料
と
の
あ
わ
い
─

濱
田
琢
司

南
山
大
学
人
文
学
部
日
本
文
化
学
科

Department of Japanese Studies, Faculty of Humanities, 
Nanzan University HAMADA Takuji



72

は
じ
め
に

第
一
章　

日
本
民
藝
館
と
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

第
二
章　
「
民
芸
」
と
い
う
モ
ノ

第
三
章　

民
芸
運
動
に
よ
る
蒐
集
と
「
直
観
」

第
四
章　

モ
ノ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
資
料
─
民
芸
的
蒐
集
と
資
料
性
─

お
わ
り
に



73

民
芸
的
蒐
集
と
資
料
性

─
ア
ー
ト
的
な
も
の
と
資
料
と
の
あ
わ
い
─

濱
田
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は
じ
め
に

一
九
三
六
︵
昭
和
一
一
︶
年
に
、柳
宗
悦
ら
が
展
開
し
た
民
芸
運
動
の
拠
点
と
し
て
設
立
さ
れ
た
日
本
民
藝
館
は
、昨
年
︵
二
〇
一
六

年
︶
に
創
立
八
〇
周
年
を
迎
え
、
館
で
の
特
別
展
の
ほ
か
、
い
く
つ
か
の
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
、
館
外
の
巡
回
展
も
企
画
さ
れ
た︶

1
︵

。

こ
の
日
本
民
藝
館
に
は
、
運
動
が
本
格
的
に
始
動
す
る
前
後
の
一
九
二
〇
年
こ
ろ
か
ら
、
柳
を
は
じ
め
と
し
た
運
動
同
人
が
様
々
に
蒐

集
し
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
江
戸
中
後
期
の
日
本
の
手
工
芸
・
調
度
類
を
中
心
に
、
朝
鮮

半
島
の
陶
磁
・
木
工
・
絵
画
、
台
湾
先
住
民
の
諸
工
芸
、
中
国
の
陶
磁
や
絵
画
、
さ
ら
に
は
ス
リ
ッ
プ
ウ
ェ
ア
な
ど
欧
米
の
工
芸
・
絵

画
、
お
よ
び
同
人
作
家
ら
の
諸
作
品
な
ど
一
七
〇
〇
〇
点
超
に
の
ぼ
る
。
こ
れ
ら
収
蔵
品
の
な
か
に
は
、
文
化
史
的
な
資
料
と
し
て
も

高
い
価
値
を
持
つ
も
の
も
あ
る
。
例
え
ば
、
一
九
三
〇
年
代
の
末
か
ら
四
〇
年
に
か
け
て
、
柳
ほ
か
民
芸
運
動
の
同
人
は
、
集
中
的
に

沖
縄
を
訪
問
し
て
い
る
。
そ
の
訪
問
は
、
方
言
論
争
と
呼
ば
れ
る
衝
突
を
引
き
起
こ
し
も
し
た
が︶

2
︵

、
同
時
に
、
沖
縄
の
工
芸
文
化
を
広
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く
蒐
集
す
る
機
会
と
も
な
っ
た
。
周
知
の
通
り
、
沖
縄
は
、
そ
の
後
、
大
規
模
な
空
襲
に
さ
ら
さ
れ
、
さ
ら
に
は
日
本
国
内
で
唯
一
の

地
上
戦
の
舞
台
と
も
な
っ
た
こ
と
で
、
と
く
に
南
部
を
中
心
に
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
戦
前
の
民
芸
運
動
同
人
に
よ

る
沖
縄
訪
問
と
調
査
を
含
め
た
蒐
集
活
動
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
そ
の
収
蔵
品
は
、
戦
前
の
沖
縄
工
芸
の
貴
重
な
一
端
を
明
ら
か
に

す
る
重
要
な
資
料
と
も
な
り
得
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
ら
が
、
そ
う
し
た
文
化
史
的
な
資
料
と
し
て
活
用
さ
れ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
必
ず
し
も
多
く
は
な
か
っ
た
。
も
ち

ろ
ん
、
日
本
民
藝
館
に
重
要
な
沖
縄
関
係
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
あ
る
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
し
、
同
館
で
も
関
連
の
企
画
展
を
複

数
回
実
施
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
う
し
た
場
合
、
そ
れ
ら
は
、
あ
く
ま
で
民
芸
運
動
に
関
す
る
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
資
料
と
し
て
活

用
・
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
日
本
民
藝
館
の
他
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
や
各
地
に
複
数
存
在
す
る
地
方
民
芸
館
お
よ
び
そ

の
関
連
施
設
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
そ
れ
ら
は
、
民
芸
運
動
史
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
は
活
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
以

上
に
一
般
化
さ
れ
た
文
脈
に
お
い
て
、
そ
の
意
義
が
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
。

こ
う
し
た
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
、
民
芸
運
動
や
民
芸
館
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
他
の
諸
資
料
に
お
い
て
も
、
し
ば
し
ば
み
る
こ

と
が
で
き
る
事
象
で
も
あ
ろ
う
と
思
う
。
特
に
、
当
該
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
、
特
定
の
文
脈
に
よ
っ
て
蒐
集
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、

少
な
か
ら
ず
生
じ
る
事
柄
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
、
こ
う
し
た
状
況
を
問
題
視
し
、
そ
の
改
善
策
を
探
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
蒐
集
と
い
う
行
為
に
付
随
す
る
こ
の
よ
う
な
構
造
を
、
比
較
的
そ
れ
が
見
え
や
す
い
で
あ
ろ
う
民
芸
運

動
の
周
辺
を
事
例
に
考
察
し
、
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
民
芸
運
動
と
事
例
と
の
関
係
で
注
目
す
る
の
は
、
モ

ノ
を
ア
ー
ト
と
し
て
見
い
だ
そ
う
と
す
る
審
美
的
な
ま
な
ざ
し
と
、
文
化
的
社
会
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
重
視
す
る
、
学
術
的
と
で
も
い

え
る
よ
う
な
ま
な
ざ
し
と
の
対
比
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
点
を
中
心
に
、
民
芸
お
よ
び
民
芸
運
動
と
資
料
と
い
う
問
題
を
中
心
に
考
え

て
み
た
い
。
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第
一
章　

日
本
民
藝
館
と
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

ま
ず
、
ご
く
ご
く
簡
単
に
日
本
民
藝
館
の
成
り
立
ち
と
そ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
形
成
に
つ
い
て
、
概
観
し
て
お
き
た
い
。
日
本
民
藝

館
は
、
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
一
九
三
六
年
に
設
立
さ
れ
た
美
術
館
施
設
で
あ
る
。
こ
の
美
術
館
を
生
み
出
し
た
文
化
運
動
で
あ
る
民

芸
運
動
は
、
大
正
の
末
期
に
、
白
樺
派
の
同
人
で
あ
っ
た
柳
宗
悦
を
中
心
に
、
関
心
を
共
有
し
て
い
た
陶
芸
家
の
河
井
寛
次
郎
や
濱
田

庄
司
ら
が
出
会
う
な
か
で
運
動
体
と
し
て
の
体
を
な
し
て
い
っ
た
。
一
九
二
六
︵
大
正
一
五
︶
年
の
年
初
に
、
柳
、
河
井
、
濱
田
に
、

同
じ
く
陶
芸
家
の
富
本
憲
吉
を
加
え
た
四
人
の
連
名
で
発
表
さ
れ
た
「
日
本
民
芸
美
術
館
設
立
趣
意
書
」︵
柳
一
九
八
一
︶
が
、
運
動

の
創
始
を
公
式
に
宣
言
し
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る︶

3
︵

。

こ
の
「
趣
意
書
」
は
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
に
も
あ
る
通
り
、
運
動
の
拠
点
と
な
る
美
術
館
の
設
立
を
宣
言
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
計

画
が
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
る
。

私
達
は
最
初
の
一
ケ
年
に
於
て
、
日
本
全
土
に
亙
て
作
品
の
蒐
集
に
努
力
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。
そ
う
し
て
次
の
一
ケ
年
東
京
に
於

て
、
継
続
的
に
数
回
の
展
覧
会
を
開
き
、
世
に
問
ふ
つ
も
り
で
あ
る
。
そ
う
し
て
第
三
年
目
に
於
て
本
館
の
建
立
及
び
蒐
集
品
の
常

置
を
計
る
予
定
で
あ
る
。︵
柳
一
九
八
一
、八︶

4
︵

︶

一
年
目
、
す
な
わ
ち
、
一
九
二
六
年
に
「
日
本
全
土
に
亙
」
る
蒐
集
を
行
い
、
二
年
目
に
複
数
の
展
覧
会
を
企
画
し
、
そ
し
て
三
年
目

と
な
る
一
九
二
八
︵
昭
和
三
︶
年
に
蒐
集
品
を
常
置
・
公
開
す
る
「
民
芸
美
術
館
」
を
設
立
す
る
の
だ
と
い
う
。
も
ち
ろ
ん
、
現
実
に
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は
こ
の
よ
う
に
ス
ム
ー
ズ
に
展
開
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
実
際
の
日
本
民
藝
館
開
館
ま
で
に
は
一
〇
年
の
時
間
を
要
し
て
い
る
。

と
は
い
え
、
運
動
の
展
開
は
、
計
画
か
ら
ま
っ
た
く
そ
れ
て
い
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
彼
ら
の
蒐
集
活
動
は
、「
趣
意
書
」
の
発

表
以
前
よ
り
行
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
活
動
は
徐
々
に
活
発
化
し
て
い
っ
て
い
た
し
、
一
九
二
八
︵
昭
和
三
︶
年
に
は
、
河
井
や
濱
田

を
通
し
て
、
運
動
の
支
援
者
と
な
っ
て
い
た
倉
橋
藤
治
郎
の
す
す
め
を
う
け
て
、
上
野
で
開
催
さ
れ
た
大
礼
記
念
国
産
振
興
東
京
博
覧

会
に
「
民
芸
館
」
と
い
う
パ
ビ
リ
オ
ン
を
出
展
し
て
い
る︶

5
︵

。
ま
た
、
一
九
二
九
︵
昭
和
四
︶
年
に
は
、
京
都
の
大
毎
会
館
に
お
い
て
蒐

集
品
を
展
覧
す
る
、
大
規
模
な
も
の
と
し
て
は
初
め
て
と
な
る
展
覧
会
「
日
本
民
芸
品
展
覧
会
」
を
実
施
す
る
。
そ
の
後
も
、
銀
座
の

鳩
居
堂
や
各
百
貨
店
に
お
い
て
、
蒐
集
品
に
関
す
る
企
画
展
は
継
続
的
に
実
施
さ
れ
た
。
と
り
わ
け
、
日
本
民
藝
館
開
館
の
直
前
の

一
九
三
四
︵
昭
和
九
︶
年
と
一
九
三
五
︵
昭
和
一
〇
︶
年
に
は
、
二
万
点
を
超
え
る
蒐
集
品
を
出
品
し
た
「
現
代
日
本
民
芸
展
」
を
東

京
高
島
屋
と
大
阪
高
島
屋
と
を
会
場
に
そ
れ
ぞ
れ
実
施
し
て
い
る
︵
濱
田
二
〇
一
六
も
参
照
︶。
日
本
民
藝
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、

こ
の
よ
う
な
運
動
の
拡
大
・
展
開
の
な
か
で
蒐
集
さ
れ
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

第
二
章　
「
民
芸
」
と
い
う
モ
ノ

で
は
、そ
こ
で
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
蒐
集
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、一
九
三
〇
︵
昭
和
五
︶
年
あ
た
り
を
一
つ
の
境
と
し
て
、

ち
ょ
っ
と
し
た
変
転
を
経
て
い
る
。
こ
れ
以
前
、
す
な
わ
ち
、
民
芸
運
動
の
草
創
期
に
は
、「
民
衆
」「
貴
族
」
と
い
う
対
比
軸
の
も
と

に
、
一
世
代
前
の
生
活
や
仕
事
に
か
か
る
道
具
類
が
蒐
集
さ
れ
て
い
た
。
先
述
し
た
一
九
二
九
年
の
「
日
本
民
芸
品
展
覧
会
」
の
目
録

に
お
い
て
、
柳
は
、
そ
の
蒐
集
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、「
在
銘
の
も
の
よ
り
無
銘
な
も
の
」「
主
我
の
念
に
立
つ
も
の
よ
り
無
心
に
生
ま

れ
た
も
の
」「
稀
に
よ
り
出
来
な
い
高
価
な
も
の
よ
り
、
沢
山
出
来
た
安
い
も
の
」「
美
を
旨
と
し
技
巧
に
腐
心
し
た
も
の
よ
り
、
日
々
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の
実
用
に
適
ふ
様
に
と
作
ら
れ
た
も
の
」
と
い
う
対
比
を
し
な
が
ら
、「
貴
族
的
」
な
も
の
で
あ
る
前
者
よ
り
も
「
民
衆
的
」
な
も
の

で
あ
る
後
者
の
方
が
美
し
い
の
だ
と
説
く
。
そ
し
て
そ
れ
を
、「
一
つ
の
価
値
転
倒
」
と
す
る
の
で
あ
る
︵
柳
一
九
二
九
︶。

実
際
に
、
そ
こ
で
展
覧
さ
れ
た
も
の
は
、
少
し
以
前
ま
で
は
、
日
常
の
生
活
や
仕
事
の
な
か
に
ご
く
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
と
い
う
。
こ
の
展
覧
会
に
ふ
れ
た
、
後
の
国
際
基
督
教
大
学
総
長
・
湯
浅
八
郎
は
、
当
時
、
自
身
の
拠
点
と
し
て
い
た
京
都
に
民
芸

を
愛
好
す
る
同
好
会
を
組
織
す
る
ほ
ど
に
大
き
な
衝
撃
を
受
け
る
。
湯
浅
ら
が
回
顧
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、そ
の
展
覧
会
に
よ
っ
て
、

彼
ら
が
そ
れ
ま
で
に
常
識
と
考
え
て
き
た
「
美
の
標
準
」
が
根
底
か
ら
覆
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
い
う
。
と
同
時
に
、「
其
の
至
極
至
貴

な
品
物
は
、常
に
身
辺
に
あ
る
も
の
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
そ
れ
は
た
か
し
に
私
共
の
親
は
、祖
母
は
、毎
日
使
っ
て
ゐ
た
も
の
」

で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、そ
れ
ら
の
持
つ
「
美
」
に
気
が
つ
か
ず
に
、「
私
共
の
誤
っ
た
欧
米
崇
拝
と
科
学
万
能
の
観
念
の
た
め
に
、

捨
て
ゝ
顧
み
な
か
っ
た
」
こ
と
を
深
く
反
省
す
る
に
至
る
︵
京
都
民
芸
同
好
会
同
人
一
九
三
五
、三
─
四
︶。

こ
こ
か
ら
わ
か
る
の
は
、
こ
の
時
の
柳
ら
の
蒐
集
が
、
そ
れ
ま
で
の
美
意
識
と
は
大
き
く
異
な
っ
た
価
値
観
を
提
示
し
て
い
た
こ
と

と
、
そ
の
蒐
集
品
が
、「
祖
母
は
、
毎
日
使
っ
て
ゐ
た
」
よ
う
な
あ
り
ふ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
に

つ
い
て
、
柳
は
、
自
分
た
ち
の
眼
の
特
殊
性
を
語
る
な
が
れ
に
お
い
て
、
そ
の
後
も
し
ば
し
ば
言
及
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
現
在
も
日

本
民
藝
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
な
っ
て
い
る
信
楽
の
壺
︵
茶
壺
で
あ
ろ
う
︶
の
発
見
の
経
緯
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
文
章
を
残
し
て

い
る
。

　

大
正
十
四
年
の
秋
の
あ
る
日
の
こ
と
、︵
滋
賀
県
近
江
八
幡
の
：
引
用
者
注
︶
町
の
方
々
を
漁
り
歩
い
て
、
も
う
夕
方
に
な
り
、

あ
た
り
が
う
す
暗
く
な
っ
た
頃
で
あ
っ
た
。
帰
ろ
う
と
し
た
が
最
後
に
小
さ
な
一
軒
の
店
を
見
出
し
、
中
を
覗
い
た
。
そ
の
時
で
あ

る
、
店
の
暗
い
奥
の
棚
の
一
隅
に
、
僅
か
一
寸
ほ
ど
の
幅
を
見
せ
て
、
黒
い
壺
の
胴
が
射
る
よ
う
に
私
の
眼
に
映
っ
た
。
棚
は
天
井
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に
近
い
ほ
ど
高
か
っ
た
し
、
物
が
重
な
り
合
っ
て
殆
ど
そ
れ
を
塞
い
で
い
た
が
、
私
は
私
の
眼
を
信
じ
た
。
素
敵
な
品
だ
と
す
ぐ
直

観
し
た
。﹇
中
略
﹈
果
た
し
て
素
晴
ら
し
い
名
作
が
目
前
に
現
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
早
速
値
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
三
円
の
札
だ
と
い

う
。
私
は
胸
を
躍
ら
せ
て
そ
れ
を
抱
え
込
ん
だ
。
た
い
し
た
獲
物
で
あ
る
。﹇
中
略
﹈名
も
な
い
品
で
あ
る
。
値
ら
し
い
値
す
ら
な
く
、

今
ま
で
認
め
る
者
も
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

だ
が
慥
か
に
名
器
と
敬
っ
て
よ
い
。
三
、四
百
年
の
昔
、
茶
人
の
間
に
知
ら
れ
て
い
た
ら
、
和
も
の
の
茶
壺
と
し
て
、
必
ず
や
「
大

名
物
」
の
位
を
得
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。﹇
中
略
﹈
三
、四
年
ほ
ど
の
後
、
こ
の
壺
は
東
京
で
の
民
芸
展
に
出
品
さ
れ
た
。
当
時
壺

の
蒐
集
に
憂
身
を
や
つ
し
て
い
た
山
村
耕
花
氏
は
、
こ
れ
を
見
て
垂
涎
措
く
能
わ
ず
、
何
と
か
譲
っ
て
も
ら
え
ぬ
か
と
い
う
交
渉
と

も
な
っ
た
。︵
柳
一
九
八
九
、二
八
─
三
〇
︶

こ
こ
で
は
、
柳
が
求
め
た
信
楽
の
壺
が
、「
名
も
な
い
品
で
」「
値
ら
し
い
値
す
ら
な
く
、
今
ま
で
認
め
る
者
も
い
な
か
っ
た
」
よ
う
な

も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
さ
れ
、
し
か
し
そ
れ
が
、
茶
器
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
大お
お
め
い
ぶ
つ

名
物
」
に
も
相
当
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
、

自
身
の
「
眼
」
の
独
自
性
が
語
ら
れ
て
い
る
。

あ
る
い
は
、
一
九
三
一
︵
昭
和
六
︶
年
に
運
動
の
機
関
誌
と
し
て
創
刊
さ
れ
た
雑
誌
﹃
工
芸
﹄
に
お
け
る
柳
に
よ
る
連
載
「
美
の
標

準
」
に
も
こ
の
点
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
内
容
の
基
本
は
、「
主
我
」
と
「
無
心
」
の
対
比
の
よ
う
に
、
意
図
的
で
意
識
的
な

創
造
を
否
定
し
、
日
常
の
「
安
い
も
の
」
の
た
め
に
、
職
人
が
︵
柳
の
理
解
す
る
と
こ
ろ
で
は
︶
無
意
識
に
作
り
出
し
た
も
の
を
良
し

と
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
連
載
の
第
一
回
は
、「
画
家
の
絵
と
陶
工
の
絵
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
も
の
で
、
二
種
の
絵
皿
を
比
較
し

た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
柳
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
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こ
こ
に
二
つ
の
焼
物
が
あ
る
。
共
に
松
の
絵
が
描
い
て
あ
る
。
一
方
は
北
画
風
な
絵
で
明
ら
か
に
画
家
が
描
い
た
作
品
で
あ
る
。

さ
も
な
く
ば
書
家
の
筆
を
模
し
た
絵
で
あ
る
。
何
れ
に
せ
よ
画
風
は
絵
描
き
の
絵
と
云
っ
て
よ
ろ
し
い
。
云
は
ゞ
、
絵
が
ま
だ
美

術
家
の
領
域
に
属
す
る
。
一
方
は
全
く
の
陶
工
の
絵
で
あ
る　

画
家
の
下
図
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
ぬ
が
何
人
か
を
経
由
し
て
き
て
、

も
う
其
跡
が
消
え
て
い
る
。
そ
れ
に
何
度
も
〳
〵
描
く
の
で
、
却
て
自
分
の
も
の
に
な
り
き
っ
て
い
る
。
一
方
は
云
は
ゞ
上
品
等

「
上じ
よ
う
て手
」
の
皿
、
一
方
は
民
家
で
使
っ
た
「
下げ

手て

」
の
行
燈
皿
。
一
方
は
美
術
家
が
描
い
て
い
る
が
、
一
方
は
職
人
の
筆
で
あ
る
。

一
方
は
値
高
く
一
方
は
す
っ
と
安
い
。
扨
読
者
よ
、
そ
れ
な
の
に
不
思
議
で
あ
る
。
後
の
方
が
遙
か
に
美
し
い
で
は
な
い
か
。︵
柳

一
九
三
六
ａ
、
四
八
︶

ま
た
、
連
絡
の
第
九
回
で
は
、「
美
と
技
巧
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
も
と
、
国
宝
︵
戦
前
の
旧
国
宝
︶
と
な
っ
て
い
る
野
々
村
仁
清
の
壺

と
兵
庫
県
丹
波
立
杭
の
塩
壺
と
を
比
較
し
、「
美
が
何
も
の
で
あ
る
か
を
」
前
者
か
ら
よ
り
も
後
者
か
ら
「
一
層
多
く
学
ぶ
事
が
出
来
る
」

と
い
う
。
仁
清
の
壺
は
、「
技
巧
で
美
を
殺
」
し
て
い
る
の
だ
と
し
、「
技
巧
の
複
雑
な
も
の
即
ち
美
し
い
も
の
と
見
誤
る
限
り
、
美
へ

の
正
し
い
批
判
は
な
い
」
の
だ
と
述
べ
て
い
る
︵
柳
一
九
三
六
ｂ
、
四
八
─
四
九
︶。
柳
た
ち
が
好
ん
で
蒐
集
し
た
の
は
、
一
つ
に
は
、

こ
の
よ
う
な
形
で
、
そ
れ
ま
で
の
美
的
価
値
観
を
転
換
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
、「
民
衆
的
」
な
対
象
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
そ
の
ま
な
ざ
し
は
、
一
九
三
〇
年
を
過
ぎ
た
こ
ろ
か
ら
、
基
本
的
な
枠
組
み
を
同
じ
く
し
な
が
ら
、
現
行
の
地
方
工
芸
へ
と

向
け
ら
れ
て
い
く
。
当
時
、
明
治
以
降
、
徐
々
に
進
行
し
て
き
た
機
械
産
業
化
の
進
展
に
よ
っ
て
、
例
え
ば
、
窯
業
分
野
に
お
け
る
瀬

戸
︵
お
よ
び
名
古
屋
︶
の
発
展
の
よ
う
に
、
広
範
囲
に
流
通
す
る
量
産
品
の
割
合
が
高
ま
っ
て
い
く
と
、
地
方
の
手
工
芸
産
地
は
、
衰

退
の
傾
向
を
示
す
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
他
方
、
明
治
以
来
の
殖
産
興
業
系
の
発
想
の
な
か
で
重
視
さ
れ
た
日
本
的
な
伝
統
は
、
京
都

や
金
沢
、
薩
摩
と
い
っ
た
と
こ
ろ
に
受
け
継
が
れ
る
、
流
麗
な
技
巧
で
あ
っ
た
︵
こ
れ
は
、
先
の
「
貴
族
的
」
と
い
う
点
に
直
接
的
に
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つ
な
が
る
︶。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
、
柳
ら
は
、
現
行
の
地
方
工
芸
産
地
に
眼
を
向
け
、
そ
れ
ら
の
仕
事
を
顕
彰
し
て
い
く
こ

と
に
注
力
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
一
九
三
九
︵
昭
和
一
四
︶
年
の
「
民
芸
と
東
北
」
と
い
う
文
章
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

私
達
は
現
在
日
本
の
ど
ん
な
地
方
に
、
ど
ん
な
種
類
の
正
し
い
民
芸
品
が
残
っ
て
ゐ
る
か
、
そ
れ
を
調
査
す
る
目
的
の
許
に
、
ほ
ゞ

日
本
の
凡
て
に
旅
を
続
け
ま
し
た
。
そ
う
し
て
不
思
議
な
こ
と
に
は
日
本
国
中
最
も
貧
し
い
地
方
と
云
は
れ
る
東
北
と
琉
球
と
が
、

最
も
活
々
と
今
尚
確
実
な
又
種
々
な
民
芸
品
を
作
っ
て
ゐ
る
土
地
だ
と
云
ふ
こ
と
が
分
っ
て
来
た
の
で
す
。
そ
れ
等
は
互
い
に
遠
く

離
れ
た
日
本
の
北
と
南
と
の
端
な
の
で
す
。
云
は
ゞ
中
央
の
文
化
か
ら
は
離
れ
た
交
通
の
不
便
な
地
方
な
の
で
す
。
見
よ
う
に
よ
っ

て
は
、
そ
れ
だ
け
新
し
い
文
化
か
ら
は
遅
れ
た
土
地
と
呼
ば
れ
る
で
せ
う
が
、
併
し
考
へ
直
す
と
、
そ
れ
だ
け
よ
く
地
方
的
な
固
有

な
文
化
を
今
尚
保
持
す
る
力
を
有
っ
て
ゐ
る
の
だ
と
も
云
ひ
う
る
で
せ
う
。
中
央
の
都
市
に
近
い
国
々
は
早
く
も
固
有
の
も
の
を
失

っ
て
了
っ
た
の
で
す
。
国
際
的
な
性
質
は
高
ま
っ
て
ゐ
ま
す
が
、
そ
れ
だ
け
独
自
の
性
質
が
薄
ら
い
で
来
た
の
で
す
。
日
本
の
固
有

性
を
保
持
す
る
の
に
大
切
な
の
は
地
方
の
存
在
な
の
で
す
。︵
柳
一
九
八
〇
、五
四
七
─
五
四
八
︶

こ
の
よ
う
に
、
地
方
的
で
遅
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
こ
そ
が
、「
独
自
の
性
質
」︵
そ
れ
は
、
伝
統
と
い
う
言
葉
で
も
置
き
換
え
ら
れ
る

だ
ろ
う
︶
を
持
つ
も
の
と
し
て
、
評
価
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
後
は
、
こ
う
し
た
地
方
的
な
手
仕
事
が
、
民
芸
と
代
表
し
て
表

象
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
現
在
に
も
繋
が
る
民
芸
イ
メ
ー
ジ
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
変
転
が
あ
る
と
は
い
え
、
こ
れ
も

ま
た
、
先
の
「
民
衆
的
」
な
も
の
と
同
様
に
、
旧
来
の
美
的
評
価
の
対
象
外
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
一
九
三
〇
年
代

以
降
に
お
い
て
も
、
そ
の
蒐
集
品
は
、
あ
る
種
の
「
価
値
転
倒
」
を
伴
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
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第
三
章　

民
芸
運
動
に
よ
る
蒐
集
と
「
直
観
」

こ
の
よ
う
に
、
柳
は
、
民
芸
と
い
う
モ
ノ
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
既
存
の
美
の
価
値
観
と
は
異
な
っ
た
新
た
な
美
的
基
準
と
提

示
し
た
と
主
張
し
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
認
識
も
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
柳
が
良
し
と
す
る
モ
ノ
の
見
方
と
強
く
結

び
つ
い
て
も
い
る
。
そ
れ
は
、「
直
観
」
と
い
う
概
念
で
あ
る
。

柳
は
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
自
身
の
最
晩
年
に
書
き
、
没
後
に
発
表
さ
れ
た
文
章
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

直
観
に
在
る
と
は
、
心
を
空
し
く
す
る
事
を
意
味
し
て
く
る
。
或
は
之
を
「
空
手
に
し
て
観
る
」
と
か
、
又
は
「
素
手
で
受
取
る
」

と
い
う
風
に
述
べ
て
も
よ
い
。
そ
れ
故
直
観
は
、如
何
な
る
立
場
を
も
持
た
な
い
こ
と
に
な
る
。
強
い
て
云
え
ば
、「
立
場
な
き
立
場
」

が
、
直
観
の
特
色
あ
る
働
き
だ
と
云
っ
て
よ
い
。
之
を
平
た
く
云
え
ば
何
の
色
眼
鏡
を
も
通
さ
ず
し
て
、
も
の
そ
の
も
の
を
直
か
に

見
届
け
る
こ
と
で
あ
る
。︵
柳
一
九
八
二
、六
〇
五
︶

前
章
に
お
け
る
「
美
の
標
準
」
に
お
い
て
み
た
よ
う
な
、
既
存
の
価
値
意
識
に
と
ら
わ
れ
な
い
形
で
、
も
の
を
み
る
た
め
に
、「
何
の

色
眼
鏡
を
も
通
さ
ず
し
て
、
も
の
そ
の
も
の
を
直
か
に
見
届
け
る
」
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
も
の
の
見
方
を
、
柳
は
「
直

観
」
と
し
て
重
視
し
た
。

こ
の
「
直
観
」
に
よ
っ
て
も
の
を
集
め
る
こ
と
で
、
そ
こ
に
新
た
な
価
値
の
創
造
が
生
ま
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
柳
は
、
自
分

た
ち
の
眼
を
、
し
ば
し
ば
初
期
茶
人
に
な
ぞ
ら
え
な
が
ら
、
眼
に
よ
る
創
造
を
唱
え
た
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
も
の
の

見
方
を
位
置
付
け
た
の
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
直
観
に
基
づ
い
た
蒐
集
の
ス
タ
イ
ル
に
つ
い
て
、
柳
は
次
の
よ
う
な
こ
と
も
述
べ
て
い
る
。

私
が
物
を
買
う
の
は
、
一
生
に
「
今
こ
の
一
個
」
を
の
み
買
っ
て
い
る
い
う
行
為
の
連
続
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
横

に
買
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
い
つ
も
縦
に
買
っ
て
い
る
の
だ
と
で
も
言
お
う
か
。﹇
中
略
﹈
そ
れ
は
数
な
き
一
つ
な
の
だ
。
仮

り
に
そ
れ
を
多
数
の
中
の
一
個
と
し
て
よ
り
持
た
な
い
な
ら
、
美
し
さ
を
見
届
け
て
の
持
ち
方
と
は
言
え
ぬ
。
私
は
量
の
世
界
で

買
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

先
日
新
聞
を
見
て
い
た
ら
、
蒐
集
家
話
が
出
て
い
て
、
一
人
は
徳
利
ば
か
り
集
め
、
一
人
は
制
札
ば
か
り
集
め
て
い
る
例
が
挙

げ
ら
れ
て
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
蒐
集
こ
そ
何
よ
り
数
が
も
の
を
言
う
が
、
私
は
そ
う
い
う
性
質
の
蒐
集
に
は
、
て
ん
で
興
味
が
な

い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
蒐
集
と
し
て
も
畢
竟
二
義
的
な
性
質
を
出
な
い
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
数
量
が
大
き
な
目
的
で
、
つ
ま

ら
ぬ
も
の
で
も
徳
利
と
か
制
札
と
か
な
ら
何
で
も
集
め
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。
謂
わ
ば
横
に
広
く
買
っ
て
い
る
に
過
ぎ

な
く
、
質
の
方
は
二
次
的
に
な
っ
て
く
る
。「
多
」
に
値
打
ち
を
置
い
て
「
質
」
の
方
を
主
に
置
か
ぬ
。
と
こ
ろ
が
美
し
さ
を
主

体
に
推
す
と
、
そ
の
見
方
で
は
近
づ
く
こ
と
が
出
来
ぬ
。
縦
に
見
る
と
い
う
の
は
こ
の
機
微
に
触
れ
る
こ
と
で
あ
る
。﹇
中
略
﹈

も
っ
と
も
民
芸
館
の
陳
列
を
し
た
経
験
か
ら
す
る
と
、
同
じ
よ
う
な
種
類
の
も
の
が
幾
個
か
あ
る
と
、
陳
列
を
一
層
美
し
く
さ
せ

る
場
合
が
起
こ
る
。
そ
う
い
う
為
に
、
私
と
て
数
で
物
を
買
う
場
合
が
な
い
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
そ
う
い
う
時
で
も
、
質
を
充

た
す
も
の
で
な
い
限
り
、
量
だ
け
で
は
買
わ
ぬ
。
た
だ
、
数
多
く
集
め
る
と
な
る
と
量
が
表
に
出
て
、
質
は
裏
に
回
さ
れ
て
し
ま

う
。
そ
の
結
果
は
、
つ
ま
ら
ぬ
も
の
ま
で
集
め
る
と
い
う
悲
喜
劇
に
落
ち
る
。︵
柳
一
九
八
九
、一
九
六
─
一
九
八
︶
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柳
の
蒐
集
は
、「
一
個
」「
一
個
」、
個
別
の
蒐
集
の
集
積
な
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
常
に
「
質
を
充
た
す
」
こ
と
を
重
視
し
て
い

る
と
す
る
。
一
方
で
、
こ
こ
で
否
定
さ
れ
る
の
は
、
網
羅
的
な
蒐
集
︵
あ
る
い
は
、
見
方
に
よ
っ
て
は
、
系
統
的
な
蒐
集
も
含
ま
れ
る

だ
ろ
う
か
︶
で
あ
る
。
そ
う
し
た
蒐
集
は
、「「
多
」
に
値
打
ち
を
置
い
て
「
質
」
の
方
を
主
に
置
か
ぬ
」
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
ス
タ
ン
ス
か
ら
、
い
わ
ば
必
然
的
に
発
生
す
る
民
芸
運
動
と
そ
の
周
辺
に
お
け
る
蒐
集
の
あ
り
方
は
、
す
な
わ
ち
、
モ

ノ
の
、
使
用
お
よ
び
生
産
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
の
切
り
離
し
で
あ
る
。「
直
観
」
を
重
視
し
、
そ
の
背
後
を
あ
え
て
捨
象
し
、
モ
ノ

そ
れ
自
体
を
「
直
下
」
に
み
る
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
モ
ノ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
も
無
視
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
す
で

に
筆
者
も
濱
田
︵
二
〇
一
五
︶
に
お
い
て
検
討
し
た
よ
う
に
、
こ
の
こ
と
は
、
同
時
代
に
類
似
の
対
象
を
蒐
集
し
て
い
た
民
具
研
究
の

そ
れ
と
対
比
的
で
あ
る
。
民
具
研
究
の
創
始
者
で
あ
り
、
自
邸
内
に
民
具
研
究
の
最
初
の
拠
点
で
あ
る
ア
チ
ッ
ク
・
ミ
ュ
ー
ゼ
ウ
ム
を

つ
く
っ
た
渋
沢
敬
三
は
、
そ
の
ア
チ
ッ
ク
の
収
蔵
品
の
美
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

ア
テ
ィ
ッ
ク
に
集
め
ら
れ
た
物
を
概
観
し
て
不
思
議
に
感
ず
る
の
は
、
多
く
集
ま
れ
ば
集
ま
る
程
、
そ
れ
が
、
あ
る
統
一
へ
向
っ

て
融
合
し
て
行
く
と
同
時
に
、其
処
に
は
単
一
の
標
本
の
上
か
ら
見
出
せ
な
い
、綜
合
上
の
一
種
の
美
を
感
ず
る
こ
と
で
あ
る
。﹇
中

略
﹈
ア
テ
ィ
ッ
ク
の
も
の
は
、
一
つ
一
つ
に
は
随
分
と
汚
ら
し
い
も
の
が
多
い
が
、
集
ま
る
に
つ
れ
て
、
一
種
特
集
の
内
的
美
を

感
ず
る
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。﹇
中
略
﹈
自
分
に
は
ア
テ
ィ
ッ
ク
の
収
集
は
、
そ
の
数
量
に
於
て
た
と
へ
僅
少
で
あ
っ
て
も
、
之

は
今
述
べ
た
全
体
へ
の
一
部
分
で
あ
っ
て
、
而
も
、
そ
れ
は
確
か
に
有
機
的
な
一
部
と
し
て
、
血
も
涙
も
通
っ
て
い
る
と
い
う
気

が
し
て
な
ら
な
い
。
兎
に
角
、
ア
テ
ィ
ッ
ク
の
標
本
は
、
も
の
そ
れ
自
体
が
多
く
の
場
合
、
売
る
為
に
作
ら
れ
た
り
、
人
に
見
せ

る
為
に
作
ら
れ
た
り
し
た
も
の
で
は
な
く
、
我
々
の
祖
先
か
ら
今
迄
、
我
民
族
の
実
生
活
に
切
実
に
ピ
タ
リ
と
つ
い
て
居
る
点
で
、

極
め
て
特
殊
の
味
が
あ
る
。︵
渋
沢
一
九
三
三
、七
─
八
︶
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渋
沢
に
よ
れ
ば
、ア
チ
ッ
ク
の
収
蔵
品
に
は
「
随
分
と
汚
ら
し
い
も
の
が
多
い
」
と
い
う
。
二
〇
〇
二
年
の
﹃
民
族
藝
術
﹄
の
特
集
「
民

具
と
民
芸
」
に
際
し
て
企
画
さ
れ
た
グ
ラ
フ
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
、
日
本
民
藝
館
の
収
蔵
品
と
ア
チ
ッ
ク
の
旧
蔵
品
と
に
は
、
重
複
し
た

も
の
が
多
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
が
︵
熊
倉
・
吉
田
二
〇
〇
二
︶、
そ
れ
を
担
当
し
た
一
人
で
あ
る
熊
倉
功
夫
が
当
時
語
っ
て
い
た

と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
類
似
品
で
あ
っ
て
も
、
日
本
民
藝
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
方
が
、
き
れ
い
で
上
質
で
あ
る
場
合
が
多
い
と
の
こ
と

で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、先
の
渋
沢
の
言
葉
を
裏
付
け
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、渋
沢
は
、そ
う
し
た
「
汚
ら
し
い
も
の
」
が
「
集

ま
る
に
つ
れ
て
、
一
種
特
集
の
内
的
美
を
感
ず
る
」
と
す
る
。
多
く
が
集
合
さ
れ
る
こ
と
で
統
一
的
な
意
味
を
な
す
と
い
う
こ
と
自
体

は
、
そ
の
都
度
、「
今
こ
の
一
個
」
を
求
め
た
結
果
と
す
る
柳
の
蒐
集
と
類
似
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
か
し
、
柳
ら
は
、「
今
こ
の
一

個
」
そ
れ
自
体
の
美
を
評
価
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
そ
の
方
向
性
を
異
に
す
る
。
実
際
、
渋
沢
は
先
の
引
用
に
つ
づ
け
て
、「
之
を

下
手
物
と
か
民
芸
品
と
か
云
っ
て
重
ん
じ
る
者
は
、
そ
の
も
の
ゝ
単
独
の
美
を
逐
ふ
の
で
あ
る
。
我
ア
テ
ィ
ッ
ク
は
全
体
の
一
部
と
し

て
見
て
、
之
を
作
っ
た
人
々
の
心
を
見
つ
め
よ
う
と
す
る
」︵
渋
沢
一
九
三
三
、八
︶
と
し
て
、
柳
た
ち
の
蒐
集
と
の
違
い
を
強
調
し
て

い
る︶

6
︵

。
民
具
研
究
に
お
け
る
蒐
集
品
と
は
、
第
一
に
、
人
々
の
︵
か
つ
て
の
︶
生
活
を
復
元
す
る
た
め
の
、
総
合
的
な
資
料
で
も
あ
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
モ
ノ
が
ど
の
よ
う
に
生
産
さ
れ
て
、
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
て
き
た
の
か
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
非
常
に
重
要
に
な

る
。
対
し
て
、
民
芸
運
動
に
お
け
る
そ
れ
は
、
直
観
に
よ
っ
て
、
従
来
の
価
値
観
を
無
化
し
つ
つ
見
出
さ
れ
る
︵
こ
と
を
理
想
と
す
る
︶

も
の
で
あ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
冒
頭
で
述
べ
た
、
日
本
民
藝
館
の
収
蔵
品
の
扱
わ
れ
方
の
要
因
の
一
つ
は
、
ま
さ
に
こ
こ
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
は
、

特
定
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
背
景
と
し
た
文
化
的
資
料
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
つ
つ
、
実
際
は
、
そ
う
し
た
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
引
き
剥
が

す
よ
う
に
蒐
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
ア
ー
ト
的
な
も
の
と
し
て
の
、
モ
ノ
の
扱
い
で
あ
る
。
こ
こ
で
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誤
解
を
お
そ
れ
ず
に
、
少
々
突
飛
な
事
例
を
出
す
な
ら
ば
、
例
え
ば
、
マ
ル
セ
ル
・
デ
ュ
シ
ャ
ン
が
既
成
品
の
便
器
で
つ
く
っ
た
作
品

「
泉
」
か
ら
こ
の
点
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、︵
現
代
︶
美
術
史
に
お
い
て
は
極
め
て
重
要
な
画
期
を
な
す
も
の
で
あ
り
、

そ
う
し
た
文
脈
に
お
い
て
は
頻
繁
に
参
照
・
紹
介
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、そ
の
一
方
で
、そ
の
作
品
の
素
材
と
な
っ
た
便
器︵
オ

リ
ジ
ナ
ル
は
す
で
に
存
在
し
て
い
な
い
と
い
う
が
︶
が
、
例
え
ば
、
当
時
の
生
活
文
化
を
再
構
築
す
る
資
料
と
し
て
活
用
さ
れ
る
こ
と

は
︵
お
そ
ら
く
︶
な
い
。
デ
ュ
シ
ャ
ン
の
作
品
に
使
わ
れ
た
便
器
は
、
デ
ュ
シ
ャ
ン
に
よ
っ
て
、
便
器
と
い
う
生
活
に
関
わ
る
も
の
と

し
て
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
剥
奪
さ
れ
、
ま
た
そ
う
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
個
の
ア
ー
ト
作
品
と
し
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
柳
た

ち
の
民
芸
は
、
こ
の
事
例
ほ
ど
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
は
な
い
に
せ
よ
、
モ
ノ
の
扱
い
方
の
構
造
を
同
じ
く
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
実
際

に
、
柳
た
ち
に
見
出
さ
れ
た
も
の
が
、︵
こ
れ
ま
た
「
泉
」
ほ
ど
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
は
な
い
も
の
の
︶
そ
れ
以
前
に
比
し
て
、
そ
の

美
的
価
値
を
大
き
く
増
加
さ
せ
る
場
合
が
多
い
こ
と
か
ら
も
そ
の
こ
と
を
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
意
味
に
お
い

て
、
柳
や
ほ
か
の
民
芸
運
動
同
人
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
活
動
に
よ
る
蒐
集
品
は
、
文
化
史
的
な
資
料
性
よ
り
も
、
個
体
と
し
て
の
美
的

な
価
値
が
強
く
認
識
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

こ
う
し
た
こ
と
は
、
か
つ
て
人
類
学
者
の
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
︵
二
〇
〇
三
︶
が
、
い
わ
ゆ
る
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
・
ア
ー
ト

の
価
値
付
け
を
め
ぐ
っ
て
論
じ
た
こ
と
に
も
通
じ
る
よ
う
に
、
民
芸
運
動
に
限
ら
ず
見
ら
れ
る
出
来
事
で
あ
ろ
う
。「
は
じ
め
に
」
に

お
い
て
示
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
、
蒐
集
活
動
の
ス
タ
ン
ス
に
よ
っ
て
生
じ
る
、
蒐
集
さ
れ
た
モ
ノ
の
位
置
付
け
を
考
え
る
こ
と
に

目
的
の
第
一
が
あ
り
、
日
本
民
藝
館
な
ど
の
収
蔵
品
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
、
な
ん
ら
か
の
提
言
を
し
よ
う
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
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と
は
い
え
、
モ
ノ
を
旧
来
的
な
文
脈
か
ら
切
り
離
し
て
蒐
集
す
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
文
脈
を
維
持
し
た
形
で
の
蒐
集
か
ら
は
漏
れ
て

し
ま
う
よ
う
な
対
象
が
集
め
ら
れ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
は
、
日
本
民
藝
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
も
、
そ

れ
ら
を
、
民
芸
運
動
と
は
別
の
文
脈
に
戻
す
こ
と
で
、
大
き
な
発
見
が
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。
実
は
近
年
に
な
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
試

み
が
少
し
ず
つ
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
例
え
ば
、
沖
縄
県
立
芸
術
大
学
の
柳
悦
州︶

7
︵

が
、
運
動
の
戦
前
の
沖
縄
調
査
の
流

れ
の
な
か
で
、
運
動
同
人
の
田
中
俊
雄
に
よ
っ
て
蒐
集
さ
れ
た
沖
縄
の
織
物
を
調
査
し
、
資
料
的
な
側
面
も
含
め
て
ま
と
め
て
い
る
し

︵
柳
悦
州
編
二
〇
一
六
︶、
二
〇
一
六
年
に
開
館
八
〇
周
年
企
画
の
一
つ
と
し
て
開
催
さ
れ
た
「
朝
鮮
工
芸
の
美
」
展
の
折
に
は
、
日

本
民
藝
館
の
関
連
の
収
蔵
品
に
つ
い
て
、
韓
国
の
国
外
所
在
文
化
財
財
団
と
の
共
同
調
査
が
行
わ
れ
、
そ
の
成
果
の
一
端
が
図
録
と
し

て
公
表
さ
れ
た
︵
日
本
民
藝
館
ほ
か
監
二
〇
一
六
︶。
こ
う
し
た
取
り
組
み
が
、
他
の
地
方
民
芸
館
お
よ
び
そ
の
関
連
施
設
も
含
め
て
、

順
次
実
施
さ
れ
て
い
け
ば
、
柳
た
ち
の
蒐
集
品
を
、
旧
来
の
文
脈
に
再
度
配
置
す
る
と
い
う
取
り
組
み
も
見
ら
れ
て
く
る
だ
ろ
う
し
、

ま
た
、
そ
の
こ
と
で
、
民
芸
運
動
の
蒐
集
活
動
に
つ
い
て
も
新
た
な
発
見
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
本
稿
で
は
、
ひ
と
ま
ず
は
、
そ
う

し
た
可
能
性
に
触
れ
る
に
と
ど
め
、
稿
を
終
え
た
い
と
思
う
。

　
　
　
　
　

註

︵
1
︶　

日
本
民
藝
館
で
は
、
創
立
八
〇
周
年
記
念
展
と
し
て
「
朝
鮮
工
芸
の

美
」
展
、「
沖
縄
の
工
芸
」
展
、「
柳
宗
悦　

蒐
集
の
軌
跡
」
展
な
ど
が

企
画
さ
れ
、
二
〇
一
六
年
一
〇
月
に
は
筆
者
も
パ
ネ
ラ
ー
の
一
人
と
し

て
参
加
し
た
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ
た
︵
基
調
講
演
を
中
沢

新
一
氏
が
務
め
、
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
に
は
中
沢
氏
も
含
め
、

陶
芸
家
の
柴
田
雅
章
氏
、
明
治
大
学
の
鞍
田
崇
氏
、
東
京
大
学
博
物
館

の
折
茂
克
哉
氏
お
よ
び
筆
者
が
参
加
し
た
︶。
ま
た
、
本
年
八
月
に
は
、

日
本
橋
高
島
屋
に
て
「
民
芸
の
日
本　

柳
宗
悦
と
﹃
手
仕
事
の
日
本
﹄

を
旅
す
る
」
が
開
催
さ
れ
、
二
〇
一
八
年
二
月
に
か
け
て
、
横
浜
、
大

阪
、
京
都
、
名
古
屋
の
各
店
を
巡
回
す
る
。

︵
2
︶　

方
言
論
争
と
は
、
柳
た
ち
が
大
挙
し
て
訪
沖
し
た
当
時
に
、
皇
民
化

政
策
の
一
環
と
し
て
、
県
当
局
の
主
導
の
も
と
に
進
め
ら
れ
て
い
た
標
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カ
ラ
ー
グ
ラ
ヴ
ィ
ア　

民
具
と
民
芸
」、
民
族
芸
術
一
八
、八
─
二
四
頁
。

ク
リ
フ
ォ
ー
ド
，ジ
ェ
イ
ム
ズ
︵
太
田
好
信
ほ
か
訳
︶︵
二
〇
〇
三
︶﹃
文
化
の
窮
状
─
二
十
世
紀
の
民
族
誌
、文
学
、芸
術
─
﹄
人
文
書
院
。

志
賀
直
邦
︵
二
〇
一
六
︶﹃
民
芸
の
歴
史
﹄
筑
摩
書
房
︵
ち
く
ま
学
芸
文
庫
︶。

渋
沢
敬
三
︵
一
九
三
三
︶﹃
祭
魚
洞
雑
録
﹄
郷
土
研
究
社
。

京
都
民
芸
同
好
会
同
人
︵
一
九
三
五
︶「
本
会
の
主
旨
」、京
都
民
芸
同
好
会
﹃
民
芸
品
展
覧
会
目
録
﹄
京
都
民
芸
同
好
会
、一
─
一
〇
頁
。

準
語
化
政
策
に
対
し
て
、柳
ら
が
疑
義
を
呈
し
た
こ
と
か
ら
発
生
し
た
、

沖
縄
県
当
局
と
柳
ら
民
芸
運
動
同
人
と
の
間
の
論
争
で
あ
る
。
こ
の
論

争
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
論
考
が
あ
る
。
小
熊
︵
一
九
九
八
︶、
戸
邉

︵
二
〇
〇
二
︶
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。

︵
3
︶　

柳
宗
悦
の
思
想
や
民
芸
運
動
の
展
開
を
示
し
た
研
究
は
少
な
く
な

い
。
後
者
に
つ
い
て
の
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
の
は
近
年
の
こ
と
で

あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
水
尾

︵
二
〇
〇
四
︶
お
よ
び
志
賀
︵
二
〇
一
六
︶
を
あ
げ
て
お
く
。

︵
4
︶　

本
稿
で
は
、
以
下
も
含
め
て
、
引
用
に
際
し
て
、
読
み
や
す
さ
に
配

慮
し
、
一
部
の
漢
字
を
新
字
体
と
し
、
か
な
の
表
記
を
変
更
し
て
い
る

箇
所
が
あ
る
。
な
お
、
旧
字
体
に
つ
い
て
は
、
固
有
名
と
な
る
「
日
本

民
藝
館
」
や
﹃
民
族
藝
術
﹄
な
ど
の
表
記
に
つ
い
て
、「
芸
」
を
旧
字

体
と
し
て
い
る
。

︵
5
︶　

こ
の
時
、
倉
橋
は
博
覧
会
の
事
務
総
長
を
努
め
て
お
り
、
柳
ら
に
運

動
の
成
果
を
博
覧
会
に
お
い
て
発
表
す
る
こ
と
を
す
す
め
た
の
で
あ

る
。
倉
橋
と
民
芸
運
動
に
関
し
て
は
、
濱
田
︵
二
〇
一
〇
︶
を
参
照
の

こ
と
。

︵
6
︶　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
丸
山
︵
二
〇
一
三
︶
に
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ

が
多
い
の
で
、
参
照
の
こ
と
。

︵
7
︶　

柳
悦
州
︵
や
な
ぎ
よ
し
く
に
︶
は
、
柳
の
甥
で
染
織
家
と
な
っ
た
柳

悦
孝
︵
や
な
ぎ
よ
し
た
か
︶
を
父
に
も
つ
、
染
織
家
・
染
織
研
究
家
。
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戸
邊
秀
明
︵
二
〇
〇
二
︶「
沖
縄　

屈
折
す
る
自
立
」、﹃
岩
波
講
座　

近
代
日
本
の
文
化
史
八　

感
情
・
記
憶
・
戦
争　

一
九
三
五
─

五
五
年
二
﹄
岩
波
書
店
、
二
八
一
─
三
一
九
頁
。

日
本
民
藝
館
ほ
か
監
︵
二
〇
一
六
︶﹃
日
本
民
藝
館
所
蔵　

韓
国
文
化
財
名
品
選　

朝
鮮
時
代
の
工
芸
﹄
国
外
所
在
文
化
財
団
。

濱
田
琢
司
︵
二
〇
一
〇
︶「
大
日
本
窯
業
協
会
・
工
政
会
の
倉
橋
藤
治
郎
と
胎
動
期
の
民
芸
運
動
─
美
術
と
産
業
の
間
へ
の
視
線
─
」、

ア
カ
デ
ミ
ア　

人
文
・
社
会
科
学
編
九
一
︵
南
山
学
会
︶、
二
四
九
─
三
〇
二
頁
。

濱
田
琢
司︵
二
〇
一
五
︶「
民
具
と
民
芸
と
モ
ノ
の
機
能
」、人
類
学
研
究
所
研
究
論
集︵
南
山
大
学
人
類
学
研
究
所
︶二
、五
六
─
六
八
頁
。

濱
田
琢
司
︵
二
〇
一
六
︶「
工
芸
品
消
費
の
文
化
的
諸
相
と
百
貨
店
─
民
芸
運
動
と
そ
の
周
辺
か
ら
─
」、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究

報
告
一
九
七
、二
六
五
─
二
九
四
頁
。

丸
山
泰
明
︵
二
〇
一
三
︶﹃
渋
沢
敬
三
と
今
和
次
郎　

博
物
館
的
想
像
力
の
近
代
﹄
青
弓
社
．

水
尾
比
呂
志
︵
二
〇
〇
四
︶﹃
評
伝　

柳
宗
悦
﹄
筑
摩
書
房
︵
ち
く
ま
学
芸
文
庫
︶。

柳
宗
悦
︵
一
九
二
九
︶「
此
展
覧
会
の
特
色
に
就
て
」、
日
本
民
芸
美
術
館
﹃
日
本
民
芸
品
展
覧
会
目
録
﹄
日
本
民
芸
美
術
館
。

柳
宗
悦
︵
一
九
三
六
ａ
︶「
美
の
標
準　

そ
の
一
」、
工
芸
一
、四
八
─
五
〇
頁
。

柳
宗
悦
︵
一
九
三
六
ｂ
︶「
美
の
標
準　

そ
の
九
」、
工
芸
九
、四
七
─
四
九
頁
。

柳
宗
悦
︵
一
九
八
〇
﹇
一
九
四
二
﹈︶「
民
芸
と
東
北
」、﹃
柳
宗
悦
全
集　

第
九
巻
﹄
筑
摩
書
房
、
五
四
三
─
五
五
〇
頁
。

柳
宗
悦
︵
一
九
八
一
﹇
一
九
二
六
﹈︶「
日
本
民
芸
美
術
館
設
立
趣
意
書
」、﹃
柳
宗
悦
全
集　

第
一
六
巻
﹄
筑
摩
書
房
、
三
─
一
二
頁
。

柳
宗
悦
︵
一
九
八
二
﹇
一
九
六
三
﹈︶「
直
観
に
つ
い
て
」、﹃
柳
宗
悦
全
集　

第
一
〇
巻
﹄
筑
摩
書
房
、
六
〇
七
─
六
一
二
頁
。

柳
宗
悦
︵
一
九
八
九
﹇
一
九
五
六
﹈︶﹃
蒐
集
物
語
﹄
中
央
公
論
新
社
︵
中
公
文
庫
︶。

柳
悦
州
編
︵
二
〇
一
六
︶﹃
田
中
俊
雄
蒐
集　

沖
縄
織
物
裂
地
﹄
日
本
民
藝
館
。
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Rethinking the Boundary between Arts and Cultural Materials: 
A Case of the Collection of the Japanese Folk Crafts Museum

HAMADA Takuji

Abstract

　The Japanese Folk Crafts Museum was founded as a center for the Japanese 

Folk Crafts Movement in 1936. Their collection consists of over 17,000 (local) 

crafts and tools.  Their collection was collected by YANAGI Soetsu, a leader of the 

Japanese Folk Crafts Movement, and other members of the movement. In this paper, 

I considered the way of their collecting and its features. 

　The results of the authorʼs analysis are as follows: a) Some parts of the collection 

were similar to the collection of other folk culture museum, for example Attick 

Museum established by SHIBUSAWA Keizo in 1920s. b) However the policy of 

collecting between the two museums was very different. c) SHIBUSAWA payed 

attention to using and production context of crafts and tools in his collecting. But 

YANAGI was not. YANAGI and the movement members regarded their collection 

as not cultural materials but aesthetic things like arts.


