
工
芸
は
手
芸
や
民
芸
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
が
、
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
の

だ
ろ
う
か
。
工
芸
品
の
所
蔵
に
か
か
わ
っ
て
き
た
筆
者
の
視
点
か
ら
考
え
て
み

た
い
。
そ
こ
か
ら
見
え
る
手
芸
特
有
の
趣
と
可
能
性
と
は
。

工
芸
館
所
蔵
の「
手
芸
的
」な
も
の

木き

田だ 

拓た
く

也や

東
京
国
立
近
代
美
術
館
主
任
研
究
員

手芸考
工
芸
館
の
「
工
芸
」

現
代
「
手
芸
」
文
化
に
関
す
る
研
究
会
に
参
加

す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
自
分
の
身
の
回
り
の
手

芸
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
よ
う
に
な
っ
た
。
わ
た

し
の
場
合
は
東
京
国
立
近
代
美
術
館
の
工
芸
館
に

勤
務
し
て
い
る
の
だ
が
、
工
芸
館
が
収
集
や
展
示

の
対
象
と
し
て
い
る
工
芸
と
い
う
の
は
、
じ
つ
は

か
な
り
限
定
さ
れ
て
い
る
。
明
文
化
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
が
、
工
芸
館
に
と
っ
て
の
「
工
芸
」

を
一
言
で
い
う
な
ら
ば
、
個
人
作
家
が
自
己
表
現

と
し
て
作
っ
た
工
芸
作
品
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

近
代
美
術
館
と
い
う
看
板
の
下
で
工
芸
を
扱
う
以

上
、
個
人
作
家
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
大
前
提
に
な
る
の
だ
。

そ
の
た
め
、
工
芸
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
は
民

芸
品
は
一
点
も
な
い
。
お
そ
ら
く
一
般
的
に
は
、

民
芸
も
工
芸
も
外
見
上
は
器
物
と
い
う
形
を
し
て

い
る
た
め
、
同
じ
よ
う
な
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い

る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
美
的
に
、
あ
る
い
は
、

造
形
的
に
い
か
に
優
れ
て
い
よ
う
と
も
、
個
人
作

家
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
な
い
以
上
、
無
名

の
職
人
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
民
芸
品
を
工
芸
館
の

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
入
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と

い
う
の
が
工
芸
館
の
学
芸
員
の
立
場
な
の
で
あ
る
。

工
芸
館
の
学
芸
員
と
し
て
い
わ
せ
て
も
ら
え
ば
、

工
芸
は
、
民
芸
や
手
芸
な
ど
と
は
全
然
違
う
も
の

な
の
だ
。

シ
ロ
ウ
ト
に
よ
る
工
芸
作
品

工
芸
と
手
芸
の
相
違
点
に
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、

そ
の
作
り
手
の
属
性
と
い
う
点
で
い
え
ば
、
工
芸

は
プ
ロ
、
手
芸
は
シ
ロ
ウ
ト
と
い
う
区
別
が
成
立

す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
シ
ロ
ウ
ト
と
は
専
門
的

な
美
術
教
育
を
受
け
て
い
な
い
人
、
作
品
で
メ
シ

を
食
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
人
の
こ
と
と
い
っ

て
い
い
だ
ろ
う
。
シ
ロ
ウ
ト
の
工
芸
作
家
と
い
う

と
矛
盾
す
る
よ
う
な
響
き
が
あ
る
が
、
じ
つ
は
工

芸
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
は
シ
ロ
ウ
ト
に
よ
っ
て

作
ら
れ
た
作
品
が
い
く
つ
も
含
ま
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、《
志
野
茶
碗　

赤
不
動
》
は
シ
ロ
ウ

ト
と
自
称
し
な
が
ら
作
陶
に
と
り
組
ん
で
い
た
川か
わ

喜き

田た

半は
ん

泥で
い

子し

に
よ
る
有
名
な
作
品
で
あ
る
。
半
泥

子
は
今
で
も
回
顧
展
が
繰
り
返
し
開
催
さ
れ
る
人

気
作
家
だ
が
、
半
泥
子
の
本
業
は
あ
く
ま
で
銀
行

経
営
で
あ
り
、
茶
碗
作
り
は
い
わ
ば
道
楽
の
ひ
と

つ
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
半
泥
子
の
ほ
か
に
も
、
山

田
山さ
ん

庵あ
ん
（
銀
行
家
）
の
茶
碗
や
五ご

味み

文ふ
み

郎お

（
医
師
）

の
人
形
な
ど
、
シ
ロ
ウ
ト
に
よ
る
作
品
が
工
芸
館

の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
は
含
ま
れ
て
い
る
。
だ
が
、

工
芸
を
本
業
と
し
な
い
作
り
手
に
よ
る
作
品
だ
か

ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
ら
を
お
し
な
べ
て
「
手
芸
」

と
よ
ぶ
の
は
違
和
感
が
あ
る
。

藤
井
達
吉
の
手
芸
的
な
も
の

大
正
期
に
は
生
活
と
美
術
が
一
体
と
な
っ
た

暮
ら
し
の
な
か
で
、
身
の
回
り
の
工
芸
品
の
制

作
に
と
り
組
む
作
家
が
あ
ら
わ
れ
、
明
治
期
の

技
巧
重
視
型
の
職
人
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
工
芸

の
対
極
に
あ
る
と
い
っ
て
い
い
よ
う
な
、
手
仕

事
の
味
わ
い
を
押
し
出
し
た
趣
味
性
の
高
い
作

品
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
時
代

の
ム
ー
ド
の
な
か
で
工
芸
の
す
そ
野
は
大
き
く
広

が
り
を
見
せ
、
主
婦
層
の
あ
い
だ
で
手
芸
が
流
行

し
、
手
芸
ブ
ー
ム
と
い
え
る
時
代
を
む
か
え
る
こ

と
に
な
る
。

藤
井
達た
つ

吉き
ち

は
雑
誌
『
主
婦
之
友
』
誌
上
に
お
い

て
手
芸
に
つ
い
て
の
連
載
を
す
る
な
ど
、
大
正
期

の
手
芸
運
動
に
お
い
て
指
導
者
的
な
役
割
を
果
た

し
た
工
芸
家
だ
っ
た
。
工
芸
館
に
は
藤
井
が
手
芸

に
熱
を
上
げ
て
い
た
大
正
期
に
作
ら
れ
た
《
電
気

ス
タ
ン
ド
》
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
木
の
樹
冠
を

シ
ェ
ー
ド
に
し
た
ラ
ン
プ
と
い
え
ば
ア
メ
リ
カ
の

テ
ィ
フ
ァ
ニ
ー
の
色
ガ
ラ
ス
の
作
品
が
有
名
で
、

藤
井
の
こ
の
作
品
も
お
そ
ら
く
テ
ィ
フ
ァ
ニ
ー
を

念
頭
に
制
作
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
こ
の

作
品
で
注
目
さ
れ
る
の
は
木
の
幹
の
部
分
で
、
リ

ベ
ッ
ト
留
め
で
貼
り
合
わ
せ
た
こ
と
が
あ
か
ら
さ

ま
に
示
さ
れ
、
稚
拙
と
い
っ
て
も
よ
さ
そ
う
な
手

仕
事
の
痕
が
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、

木
の
根
元
の
あ
た
り
に
は
、
ま
る
で
と
っ
さ
の
思

い
つ
き
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
タ
ン
ポ
ポ
が
彫
り

で
あ
ら
わ
さ
れ
て
お
り
、
手
芸
的
な
雰
囲
気
を
感

じ
さ
せ
る
作
品
と
な
っ
て
い
る
。
明
治
期
の
工
芸

と
は
ま
っ
た
く
異
質
な
趣
を
そ
な
え
た
作
品
で
あ

り
、
旧
来
の
職
人
的
な
世
界
か
ら
脱
却
し
て
自
由

な
表
現
世
界
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
と
き
に
、
手

芸
的
な
も
の
が
も
つ
無
邪
気
な
破
壊
力
に
可
能
性

が
見
出
さ
れ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
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