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The Position of Riegl’s Altorientalische Teppiche　　　　　　　　　　　　　　　　　  　

　Altorientalische Teppiche（1891）is the first book of the art historian Alois Riegl（1858-
1905）and highly significant in the development of his whole activities. Furthermore, it 
is regarded as the starting point of theoretically exact studies in Teppich in general. In 
this matter, however, there occurs to us some anxiety about our ability in appreciating 
the real value of the book, because traditionally we have not been accustomed to 
Teppich（carpet, hanging and rug）in our Japanese common life.
　Now happily in the reprinted book is added newly a chronological survey of 
Teppich-studies in the 1970s. With the help of this compact survey we can be certain 
to judge the correct position of Riegl’s original view in his book.
　I am aware of most important usefulness of this survey for us, and in order not to 
miss any detail, with Riegl’s Vorwort and Einleitung I have translated this 
Bibliographische Einführung into Japanese here.

　The original text is as follows:
Alois Riegl, Altorientalische Teppiche − Mit einer bibliographischen Einführung von 
Urlike Besch [S. I-XXI]. Mäander Kunstverlag 1979（Nachdruck der Ausgabe Leipzig 
1891）.
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本
稿
の
目
的
は
後
段
に
置
く
絨
毯
研
究
文
献
大
観
の
翻
訳
紹
介
に
あ
る
。
芸
術
史
記
述
に
お
け
る
リ
ー
グ
ル
（A

lois Riegl, 

1858-1905

）の
洞
察
を
重
ん
じ
、本
論
叢
で
は
多
年
に
わ
た
り
同
様
の
作
業
を
続
け
、本
年（
二
〇
一
四
年
）一
月
に
は
諸
篇
を
併
せ
て
リ
ー

グ
ル
の
遺
著
『
造
形
芸
術
の
歴
史
的
文
法
』
を
訳
出
公
刊
す
る
こ
と
も
で
き
た
。
訳
者
と
し
て
は
先
年
（
二
〇
〇
八
年
）
の
訳
出
論
文

集
『
ヴ
ァ
フ
ィ
オ
の
杯
』
と
一
対
を
成
す
と
捉
え
た
書
で
あ
り
、
二
書
を
並
べ
る
こ
と
で
、
あ
ら
た
め
て
リ
ー
グ
ル
の
生
涯
を
顧
み
る

好
機
に
も
な
っ
た
。
こ
の
回
顧
で
生
じ
た
一
所
産
が
本
稿
で
あ
る
。

　

ウ
ィ
ー
ン
大
学
を
一
八
八
三
年
に
卒
業
の
リ
ー
グ
ル
は
長
短
一
定
期
間
イ
タ
リ
ア
留
学
の
年
々
を
経
て
一
八
八
六
年
「
オ
ー
ス
ト
リ

ア
美
術
工
芸
博
物
館
（
今
日
の
「
応
用
芸
術
博
物
館M

A
K

（Ö
sterreichisches M

useum
 für angew

andte K
unst

）」）
に
見
習
生
と
し
て
入
り
、

翌
一
八
八
七
年
か
ら
一
八
九
八
年
に
ウ
ィ
ー
ン
大
学
教
授
と
し
て
転
出
す
る
ま
で
の
十
一
年
間
は
学
芸
員
と
し
て
織
布
部
門
に
属
し
、

織
布
室
の
統
率
者
（Leiter

）
に
も
な
っ
て
い
た
。
は
る
か
後
年
の
二
〇
〇
一
年
に
筆
者
は
六
日
間
ウ
ィ
ー
ン
に
滞
在
、
三
月
二
十
七

日
に
は
午
前
に
入
館
のM

A
K

で
各
展
示
室
を
巡
り
、
絨
毯
展
示
室
の
あ
と
は
織
布
保
存
室
に
も
入
る
半
日
を
過
す
こ
と
が
で
き
た
。

素
人
眼
に
は
古
着
屋
の
納
屋
と
し
か
見
え
な
い
部
屋
内
で
は
、方
向
さ
ま
ざ
ま
に
走
る
物
干
竿

0

0

0

に
無
数
ひ
し
め
く
ボ
ロ
布

0

0

0

が
ぶ
ら
下
り
、

伝
統
の
古
色
が
立
込
め
る
雰
囲
気
に
、
こ
れ
が
リ
ー
グ
ル
の
研
究
室
で
も
あ
っ
た
か
と
往
昔
を
偲
ぶ
感
慨
は
尽
き
な
か
っ
た
。
こ
の
織

布
室
勤
務
の
日
々
に
生
れ
た
の
が
一
八
九
三
年
の
著
書
『
美
術
様
式
論
（Stilfragen

）』
で
あ
り
、
こ
の
書
で
リ
ー
グ
ル
の
名
は
学
問

世
界
で
に
わ
か
に
響
き
わ
た
り
、
数
多
く
の
言
及
が
明
す
通
り
、
わ
が
国
で
も
早
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
。
だ
が
単
行
の
一
書
と
し
て

公
刊
の
処
女
作
と
な
れ
ば
、
先
立
つ
こ
と
二
年
の
著
書
『
オ
リ
エ
ン
ト
古
絨
毯
（A

ltorientalische T
eppiche

）』
が
あ
り
、
し
か
も
こ

れ
は
識
者
に
よ
れ
ば
、
地
味
で
目
立
た
な
い
け
れ
ど
も
『
美
術
様
式
論
』
と
等
質
の
双
璧
と
古
来
き
わ
め
て
高
く
評
価
さ
れ
て
き
た
。

そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
に
評
価
さ
せ
る
実
質
は
何
で
あ
り
何
処
に
あ
る
の
か
。
問
う
て
み
れ
ば
、
直
ぐ
さ
ま
簡
明
な
答
の
あ
っ
さ
り
と
出

な
い
も
ど
か
し
さ
が
、
こ
の
た
び
の
回
顧
に
生
じ
た
気
掛
り
で
あ
る
。
絨
毯
自
体
を
よ
く
知
ら
ぬ
せ
い
で
あ
ろ
う
か
。
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昨
年
（
二
〇
一
三
年
）
も
わ
が
国
に
は
展
観
の
た
め
海
外
か
ら
幾
多
の
美
術
品
が
寄
せ
ら
れ
、
な
か
で
最
も
秀
抜
と
喜
ば
れ
た
の
は

フ
ラ
ン
ス
国
立
ク
リ
ュ
ニ
ー
中
世
美
術
館
所
蔵
『
貴
婦
人
と
一
角
獣
展
』（
東
京
四
月
二
四
日
─
七
月
一
五
日　

大
阪
七
月
二
七
日
─
一
〇
月

二
〇
日
）
で
あ
る
。
広
大
な
一
堂
の
壁
に
垂
れ
て
観
者
を
取
囲
む
全
六
面
の
タ
ピ
ス
リ
ー
は
、
観
者
そ
れ
ぞ
れ
に
時
の
失
せ
る
至
福
を

味
わ
せ
て
く
れ
た
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
こ
の
と
き
求
め
た
図
録
は
手
元
で
い
ま
も
輝
い
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
図
録
の
表
紙
に
採

ら
れ
た
の
は
Ｄ
《
聴
覚
》
の
中
央
部
分
で
あ
り
、
な
か
の
説
明
に
よ
れ
ば
「
楽
器
は
小
さ
な
携
帯
オ
ル
ガ
ン
で
、
東
洋
の
敷
物
の
上
に

置
か
れ
て
い
る
（L’instrum

ent de m
usique, un petit orgue portatif, posé sur un tapis oriental, 

…
）」。
実
は
、
初
め
て
の
パ
リ
で
見
て

以
来
四
十
年
に
も
な
る
か
の
感
慨
で
今
回
の
会
場
に
入
室
し
、
中
央
に
立
っ
て
全
六
面
を
見
回
し
た
と
き
、
真
先
に
眼
を
射
た
の
は
こ

の
Ｄ
の
画
面
で
あ
り
、
楽
器
を
支
え
て
い
る
小
机
の
覆
い
布
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
リ
ー
グ
ル
に
よ
る
作
用
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

全
画
面
は
タ
ピ
ス
リ
ー
の
制
作
技
法
で
織
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
画
中
の
オ
リ
エ
ン
ト
敷
物
タ
ピ
（tapis oriental

）
の
描
写
に

つ
い
て
も
変
り
な
く
、
こ
れ
は
タ
ピ
ス
リ
ー
の
制
作
技
法
で
織
込
ま
れ
た
オ
リ
エ
ン
ト
文
様
敷
物
図
の
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
六
画
面
全

体
内
で
の
こ
の
文
様
の
異
色
は
あ
ま
り
に
も
歴
然
と
し
て
い
る
。
こ
の
異
色
の
織
物
を
工
人
画
家
は
貴
婦
人
た
ち
の
好
尚
の
的
と
し
て

わ
ざ
わ
ざ
取
込
ん
だ
の
で
あ
り
、
こ
の
意
識
が
わ
れ
わ
れ
の
心
を
惹
く
。
さ
よ
う
、
画
中
の
覆
い
布
に
写
し
取
ら
れ
た
原
物
が
あ
っ
た

と
す
れ
ば
、
こ
の
原
物
は
タ
ピ
ス
リ
ー
と
は
織
り
方
を
全
く
異
に
す
る
オ
リ
エ
ン
ト
産
「
絨
毯
」
で
あ
り
、
こ
の
織
り
方
に
よ
っ
て
こ

そ
必
然
と
し
て
表
れ
出
る
の
が
画
中
の
覆
い
布
の
文
様
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
機
微
を
捉
え
て
西
洋
と
東
洋
と
の
文
化
交
流
に
思
い

を
馳
せ
る
人
も
出
よ
う
が
、
今
回
の
図
録
に
は
見
当
ら
ず
、
タ
ピ
ス
リ
ー
と
タ
ピ
と
の
相
違
は
話
題
に
も
な
ら
ぬ
ま
ま
終
っ
て
し
ま
う
。

だ
が
こ
の
一
点
に
こ
だ
わ
る
だ
け
で
も
リ
ー
グ
ル
は
必
読
の
書
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
そ
も
そ
も
絨
毯
を
生
活
に
必
須
の

用
具
と
せ
ず
に
済
ん
だ
文
化
の
目
で
は
見
え
な
い
、
大
切
な
視
点
を
も
多
々
教
え
る
の
で
な
い
か
。
こ
う
し
た
思
い
が
、
さ
き
の
気
掛

り
と
も
重
な
っ
て
、
こ
こ
で
再
度
リ
ー
グ
ル
の
絨
毯
論
へ
と
向
わ
せ
た
。
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再
度
と
な
る
の
は
、か
つ
て
一
九
八
四
年
四
月
発
足
の
「
民
族
藝
術
学
会
」
創
設
に
参
画
、学
会
誌
『
民
族
藝
術
』
第
三
号
（
一
九
八
七

年
）
に
「
オ
リ
エ
ン
ト
古
絨
毯
論
」
と
題
し
て
、
リ
ー
グ
ル
所
論
の
大
要
を
紹
介
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
と
き
は
リ
ー
グ
ル
原
著
の

再
刊
本
が
出
て
遠
く
な
く
、
こ
れ
を
入
手
で
き
た
安
堵
も
刺
戟
と
な
っ
て
い
た
。

　

こ
の
書
に
再
刊
に
つ
い
て
の
説
明
は
一
言
も
な
く
、
全
頁
ア
ー
ト
紙
、
リ
ー
グ
ル
の
本
文
は
恐
ら
く
原
著
の
写
真
版
と
思
わ
れ
る
。

　

た
だ
し
復
刻
体
本
文
の
「
ま
え
が
き
」
が
始
ま
る
前
、
す
な
わ
ち
本
書
全
頁
の
冒
頭
に
立
つ
の
が
、
筆
者
（
末
尾
に
よ
う
や
く
署
名
と

し
て
記
さ
れ
る
）U

lrike Besch

（
生
歿
年
不
明
）
の
「
文
献
案
内
」（S. I-X

X
I

）
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
九
七
〇
年
代
に
お
け
る
絨
毯
研

究
文
献
の
批
判
的
大
観
で
あ
り
、
絨
毯
研
究
史
に
お
け
る
学
問
的
出
発
点
の
一
と
目
さ
れ
る
リ
ー
グ
ル
の
位
置
を
も
、
ま
ず
は
明
確
な

記
述
と
し
て
こ
こ
に
見
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
で
は
本
文
の
リ
ー
グ
ル
筆「
ま
え
が
き
」「
序
論
」を
掲
げ
た
後
、こ
の
ベ
ッ
シ
ュ

の
全
文
を
完
訳
し
て
邦
語
に
よ
る
向
後
の
一
資
料
と
す
る
。

　

本
年
（
二
〇
一
四
年
）
秋
「
民
族
藝
術
学
会
」
は
大
会
の
期
日
を
春
か
ら
九
月
二
一
日
、
二
二
日
に
変
え
、
国
立
民
族
学
博
物
館
に

お
い
て
創
立
三
十
周
年
記
念
大
会
を
催
す
。
筆
者
は
創
立
以
来
の
会
員
で
あ
り
、
本
稿
に
は
同
じ
慶
祝
の
意
を
籠
め
て
大
会
へ
の
誌
上

参
加
と
し
た
い
。

　

翻
訳
の
底
本
は
右
に
述
べ
た
再
刊
本
で
下
記
の
通
り
で
あ
る
。
後
を
追
う
新
版
は
現
在
な
お
出
て
い
な
い
。

　

A
lois Riegl, A

ltorientalische T
eppiche

−M
it einer bibliographischen Einführung von U

lrike Besch, M
äander 

K
unstverlag 1979

［N
achdruck der A

usgabe Leipzig 1891
］.  

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
付
記
─
再
刊
本
に
お
け
る1892

の
印
字
は
誤
植
で
あ
ろ
う
［
訳
者
］。
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「
オ
リ
エ
ン
ト
古
絨
毯
」　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ア
ー
ロ
イ
ス
・
リ
ー
グ
ル

　
　

ま
え
が
き
（V

orw
ort

）

　

オ
リ
エ
ン
ト
か
ら
西
洋
へ
の
贈
物
は
い
ろ
い
ろ
さ
ま
ざ
ま
あ
っ
た
が
、
な
か
で
最
も
願
わ
し
い
品
と
算
え
ら
れ
る
の
は
、
い
つ
の
世

に
も
絨
毯
で
あ
っ
た
。

　

古
典
古
代
に
つ
い
て
は
確
か
に
全
般
的
推
測
の
方
が
個
別
的
実
証
よ
り
も
多
く
行
わ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
当
の
推
測
を
支
え
る
文

献
的
証
拠
は
ま
こ
と
に
夥
し
い
し
、
一
部
は
意
義
も
多
大
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
オ
リ
エ
ン
ト
か
ら
出
た
絨
毯
を
使
う
こ
と
で
は
す
で

に
古
代
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
文
化
世
界
が
際
立
っ
て
い
た
と
見
て
、
ほ
と
ん
ど
誤
り
は
な
か
ろ
う
。

　

中
世
に
お
け
る
事
情
は
さ
ら
に
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
西
洋
で
は
新
た
な
難
し
い
建
造
問
題
の
解
決
に
心
を
砕
き
、
量マ

ッ
ス塊
の
克
服
と

か
静
力
学
的
試
行
や
巨
大
空
間
形
成
に
努
め
て
い
て
、
典
型
的
な
作
例
と
し
て
は
ペ
リ
グ
ー
の
、
見
映
え
の
す
る
飾
り
は
全
く
と
し

て
よ
い
ほ
ど
撥
ね
つ
け
て
簡
素
で
構
築
的
に
大
き
い
聖
フ
ロ
ン
大
聖
堂
（St. Front zu Perigueux

）
な
ど
を
挙
げ
て
よ
か
ろ
う
が
、
こ

の
間
サ
ラ
セ
ン
の
オ
リ
エ
ン
ト
に
成
っ
た
の
は
、［
表
］
面
装
飾
文
様
（Flächenornam

entik

）
の
、
わ
ず
か
な
要
素
で
合
成
す
る
が
涯

し
な
く
変
容
可
能
な
、
あ
の
固
く
閉
じ
ら
れ
た
体
系
の
形
成
で
あ
り
、
こ
の
装
飾
文
様
で
オ
リ
エ
ン
ト
芸
術
は
壁
や
道
具
の
す
べ
て
、

家
具
や
衣
服
の
す
べ
て
を
贅
沢
一
杯
に
覆
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
西
洋
人
が
晚
く
と
も
ロ
マ
ネ
ス
ク
時
代
以
降
に
は
記
念
碑
尊
重
の
見
方

（m
onum

entale A
uffassung

）
に
も
と
づ
い
て
芸
術
に
求
め
る
の
が
慣
わ
し
と
な
っ
た
も
の
に
欠
け
て
い
る
何
か
を
、
眩
し
い
ほ
ど
に

埋
合
せ
る
。
そ
の
オ
リ
エ
ン
ト
芸
術
の
、
こ
う
し
た
飾
粧
的
（dekorativ
）
装
備
の
な
か
で
は
以
前
か
ら
絨
毯
が
最
も
大
切
な
役
割
を

演
じ
て
い
た
。
と
あ
れ
ば
、
レ
ヴ
ァ
ン
ト
か
ら
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
や
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
人
の
船
で
イ
タ
リ
ア
の
港
に
入
り
、
こ
こ
か
ら
は
ア
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ル
プ
ス
を
越
え
て
内
陸
に
届
い
た
品
が
彩
り
華
や
か
な
毛
布
で
あ
り
、
こ
れ
で
自
室
内
の
剝
出
し
の
冷
い
表
面
を
覆
う
こ
と
が
西
洋
人

を
喜
ば
せ
た
、
と
は
ひ
と
つ
の
驚
き
で
な
い
か
。
し
か
も
こ
の
偏
愛
は
、
飾
り
を
好
ん
だ
ル
ネ
サ
ン
ス
の
結
果
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

芸
術
創
造
活
動
に
も
豊
か
な
表
面
装
飾
文
様
が
自
前
で
具
わ
る
よ
う
に
な
り
、
も
は
や
オ
リ
エ
ン
ト
の
財
か
ら
は
少
し
も
得
る
こ
と
が

な
く
な
っ
た
後
で
す
ら
、
相
変
ら
ず
に
持
続
す
る
。

　

だ
が
こ
れ
ほ
ど
曙オ

リ
エ
ン
ト

光
の
国
の
絨
毯
に
寄
せ
た
先
祖
の
偏
愛
も
、
当
の
品
が
的
と
な
っ
て
い
る
今
日
の
競
争
に
比
べ
る
と
、
す
べ
て
挙

げ
た
と
こ
ろ
で
小
さ
か
っ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
今
で
は
、
た
だ
富
ん
で
裕
か
な
物
持
ち
ば
か
り
で
な
く
、
き
わ
め
て
広

い
範
囲
の
人
々
に
と
っ
て
、
せ
め
て
一
枚
は
本
物
の
オ
リ
エ
ン
ト
絨
毯
を
も
つ
こ
と
が
ま
さ
し
く
名
誉
の
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
う
し
た
動
き
へ
の
一
撃
が
ど
こ
か
ら
出
て
き
た
か
も
、
や
は
り
明
か
で
あ
る
。

　

出
所
は
工
芸
改
良
運
動
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
一
方
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
芸
術
情
勢
内
に
浮
び
出
て
き
た
醜
く
歪
む
形
の
清
掃
を
呼
掛

け
、
他
方
で
単
純
簡
素
へ
の
還
帰
を
呼
掛
け
た
が
、
簡
素
へ
の
還
帰
と
な
れ
ば
オ
リ
エ
ン
ト
の
飾
粧
体
系
へ
と
導
か
れ
る
の
は
必
至
の

こ
と
で
あ
っ
た
。
縁
飾
り
に
あ
る
控
え
目
な
蔓
草
文
様
を
指
し
、
布
地
の
中
央
部
で
は
様
式
化
さ
れ
た
花
々
と
愛
ら
し
く
走
る
線
の
戯

れ
と
の
、
ど
ち
ら
に
も
片
寄
ら
ぬ
模
様
を
言
う
─
な
ん
と
ゼ
ム
パ
ー
（Gottfried Sem

per, 1803-1879

）
や
レ
ッ
ド
グ
レ
ー
ヴ
（Richard 

Redgrave, 1804-1888

）
や
ジ
ョ
ー
ン
ズ
（O

w
en Jones, 1809-1874

）
は
オ
リ
エ
ン
ト
絨
毯
の
長
所
の
讃
美
を
心
得
て
い
た
こ
と
か
！　

と
も
あ
れ
自
国
の
芸
術
情
勢
の
惨
め
さ
を
本
気
で
受
止
め
、住
処
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
工
場
製
品
で
醜
く
汚
し
た
く
な
い
と
思
っ
た
人
は
、

か
な
り
安
い
値
で
一
枚
の
オ
リ
エ
ン
ト
絨
毯
を
買
い
さ
え
す
れ
ば
よ
い
。
そ
れ
だ
け
で
気
持
は
、
家
具
は
間
違
い
な
し
の
芸
術
作
品
で

豊
か
に
な
っ
た
し
居
間
は
趣
味
も
よ
ろ
し
く
美
を
添
え
た
、
と
確
信
で
き
た
。

　

工
芸
改
良
運
動
全
体
に
役
立
と
う
と
並
行
し
て
進
む
有
様
が
ま
こ
と
に
特
徴
的
で
意
義
も
大
き
か
っ
た
学
問
的
研
究
が
、
は
じ
め
て

オ
リ
エ
ン
ト
絨
毯
の
調
査
に
向
う
の
は
比
較
的
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
五
十
年
来
ば
ら
ば
ら
と
論
文
集
や
雑
誌
に
現
れ
た
個
々
の
覚
書



44

細井　雄介

や
観
察
を
度
外
視
す
る
と
、
技
芸
産
業
（K

unstindustrie　

工
芸
）
で
き
わ
め
て
重
要
な
こ
の
部
門
の
学
問
的
論
述
が
始
ま
る
の
は
よ

う
や
く
一
八
七
七
年
で
あ
り
、
こ
の
と
き
レ
ッ
シ
ン
グ
が
著
書
『
古
オ
リ
エ
ン
ト
絨
毯
模
様
（A

ltorientalische T
eppichm

uster

）』
に

お
い
て
、
オ
リ
エ
ン
ト
古
絨
毯
の
信
頼
で
き
る
年
代
規
定
に
役
立
つ
批
評
基
準
の
設
定
を
初
め
て
試
み
た
ば
か
り
か
、
以
後
さ
ら
に
進

む
研
究
が
活
動
す
べ
き
範
囲
の
基
本
線
を
も
引
い
て
く
れ
た
。

　

レ
ッ
シ
ン
グ
（Julius von Lessing, 1843-1908

）
は
、
オ
リ
エ
ン
ト
絨
毯
の
判
定
に
あ
た
り
制
作
技
法
に
か
か
わ
る
契
機
が
も
つ
根

本
的
重
要
性
を
、
ま
ず
完
全
に
理
解
し
た
人
で
あ
っ
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
絨
毯
に
厳
存
す
る
技
術
と
装
飾
と

の
関
係
を
明
示
す
る
こ
と
に
、
そ
し
て
こ
の
精
確
な
基
盤
の
上
で
、
ほ
と
ん
ど
見
渡
し
も
つ
か
ぬ
材
料
を
別
け
て
幾
つ
か
の
群

グ
ル
ー
プと
す
る

作
業
を
開
拓
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
が
、
こ
れ
は
根
幹
に
お
い
て
確
か
に
い
つ
ま
で
も
妥
当
性
を
も
つ
で
あ
ろ
う
体
系
的
研
究
法
で
あ

る
。
自
説
の
提
示
と
証
明
の
た
め
に
レ
ッ
シ
ン
グ
は
当
然
こ
の
芸
術
部
門
の
自
身
が
よ
く
知
る
よ
う
に
な
っ
た
最
古
の
遺
品
を
用
い
た

が
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
は
中
世
末
期
お
よ
び
ル
ネ
サ
ン
ス
初
期
の
絵
画
に
写
し
取
ら
れ
た
絨
毯
と
極
く
少
数
の
原
物
で
あ
っ
た
。
中
世

末
期
や
ル
ネ
サ
ン
ス
初
期
が
オ
リ
エ
ン
ト
絨
毯
生
産
時
と
推
測
さ
れ
る
年
代
に
比
べ
て
遥
か
後
代
の
は
ず
で
あ
る
こ
と
は
百
も
承
知
、

恐
ら
く
こ
れ
が
た
め
に
レ
ッ
シ
ン
グ
は
、
絨
毯
生
産
の
発
生
の
時
期
を
歴
史
的
に
推
定
し
て
語
り
出
す
こ
と
に
は
、
な
お
き
わ
め
て
用

心
深
い
態
度
を
取
っ
て
い
る
。

　

思
切
っ
て
断
固
こ
の
絨
毯
の
生
成
お
よ
び
発
展
と
い
う
問
題
に
立
向
っ
た
の
は
オ
リ
エ
ン
ト
学
者
カ
ラ
バ
チ
ェ
ク
（Joseph 

von K
arabacek, 1845-1918

）
で
あ
る
。
一
八
八
一
年
の
著
書
『
ペ
ル
シ
ア
刺
繡
絵
ス
サ
ン
シ
ル
ト
（D

ie persische N
adelm

alerei 

Susandschird

）』
に
お
い
て
、
充
分
な
技
術
的
観
察
に
様
式
的
観
察
お
よ
び
東
洋
由
来
の
文
献
情
報
を
並
べ
て
カ
ラ
バ
チ
ェ
ク
が
さ
ら

に
掲
げ
た
の
は
、
自
身
の
公
開
せ
る
制
作
年
代
は
十
四
世
紀
と
す
る
一
枚
の
絨
毯
に
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
る
類
の
、
オ
リ
エ
ン
ト
絨
毯

装
飾
法
（T

eppichornam
entik　

装
飾
文
様
体
系
）
が
始
ま
る
原
初
の
故
郷
は
ど
こ
か
の
問
で
あ
っ
た
。
探
究
の
結
果
と
し
て
古
代
ア
ッ
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シ
リ
ア
が
故
郷
と
な
っ
た
が
、
サ
サ
ン
朝
ペ
ル
シ
ア
に
は
決
定
的
な
仲
介
者
の
役
が
認
め
ら
れ
、
カ
リ
フ
時
代
に
は
何
が
し
か
イ
ス
ラ

ム
風
へ
の
改
変
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
の
光
の
も
と
に
照
ら
せ
ば
、
オ
リ
エ
ン
ト
絨
毯
は
中
近
東
技
芸
の
純
粋
さ
極
上
の
所
産
で
あ
る
と

思
わ
れ
た
。

　

カ
ラ
バ
チ
ェ
ク
の
著
書
『
ス
サ
ン
シ
ル
ト
』
は
オ
リ
エ
ン
ト
絨
毯
生
産
の
歴
史
に
と
っ
て
最
高
度
に
価
値
あ
る
収
穫
で
あ
る
こ
と
が

明
か
と
な
っ
た
。
往
昔
へ
と
繋
ぐ
決
定
的
な
一
歩
と
な
っ
た
ば
か
り
で
な
い
。
決
定
的
な
の
は
、
た
だ
遺
例
の
比
較
研
究
か
ら
出
立
す

る
し
か
な
か
っ
た
者
に
比
べ
る
と
、
こ
の
領
域
で
全
く
別
の
補
助
資
料
を
意
の
ま
ま
に
扱
え
る
オ
リ
エ
ン
ト
学
者
に
よ
っ
て
当
の
一
歩

が
企
て
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
長
い
一
連
の
面
倒
な
比
較
観
察
の
成
果
も
、自
分
の
知
ら
ぬ
イ
ス
ラ
ム
文
献
が
公
刊
さ
れ
る
や
恐
ら
く
、

翌
日
に
は
台
無
し
に
な
り
か
ね
な
い
と
し
て
、
以
前
は
素
材
の
検
討
に
懸
念
を
懐
い
て
い
た
も
の
だ
が
、
サ
ラ
セ
ン
人
の
織
布
技
芸
を

語
る
同
時
代
の
文
献
的
情
報
に
つ
い
て
、
こ
れ
が
包
み
隠
さ
れ
て
い
た
神
秘
の
覆ヴ

ェ
ー
ルい
を
ひ
と
り
の
資
料
知
識
該
愽
な
オ
リ
エ
ン
ト
研
究

者
が
揚
げ
て
く
れ
た
瞬
間
、
当
の
懸
念
は
な
く
な
っ
た
。
だ
か
ら
と
て
研
究
の
主
題
自
体
は
な
お
尽
さ
れ
て
い
な
い
。
カ
ラ
バ
チ
ェ
ク

の
意
図
は
最
初
か
ら
、
ほ
か
の
絨
毯
群
は
完
全
に
無
視
し
て
、
た
だ
自
身
の
公
開
す
る
絨
毯
に
現
れ
て
い
る
特
別
種
類
の
装
飾
文
様
お

よ
び
技
術
だ
け
を
論
じ
る
こ
と
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

カ
ラ
バ
チ
ェ
ク
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
刺
戟
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
後
わ
れ
わ
れ
当
面
の
疑
問
に
つ
い
て
名
を
さ
ら
に
挙
げ
る
ほ

ど
の
進
歩
が
企
て
ら
れ
て
い
な
い
と
あ
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
主
に
双
つ
の
事
情
に
帰
せ
ら
れ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
第
一
に
は

中
世
末
期
よ
り
古
い
と
し
て
よ
い
比
較
材
料
の
不
足
に
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
、
古
代
の
織
布
技
芸
全
般
を
捉
え
る
見
方
に
根
本
的
転

回
を
生
じ
さ
せ
た
サ
ッ
カ
ー
ラ
（Sakkarah

）
や
ア
ク
ミ
ー
ム
（A

khm
îm

）
の
エ
ジ
プ
ト
織
布
出
土
品
で
す
ら
、
こ
こ
か
ら
の
推
論
と

い
う
仕
方
で
当
面
の
主
題
に
と
っ
て
も
些
細
ど
こ
ろ
で
な
い
帰
結
が
得
ら
れ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
に
せ
よ
、
や
は
り
即
座
の
事
態

照
明
を
も
た
ら
し
て
は
い
な
い
。
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一
段
と
古
い
オ
リ
エ
ン
ト
絨
毯
の
歴
史
へ
と
従
来
よ
り
立
入
っ
て
新
た
に
関
る
道
の
邪
魔
と
な
っ
て
い
た
第
二
の
事
情
は
、
サ
ラ
セ

ン
芸
術
初
期
段
階
に
つ
い
て
の
知
識
お
よ
び
表イ

メ
ー
ジ象
が
、
わ
れ
わ
れ
に
は
今
日
ま
で
欠
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
十
年
来
、
西
洋
の

初
期
中
世
芸
術
は
芸
術
史
家
お
気
に
入
り
の
主
題
と
な
っ
て
き
た
の
に
、
同
時
代
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
の
芸
術
活
動
へ
の
注
目
は
き
わ
め
て

些
少
、
近
東
諸
国
の
芸
術
活
動
へ
の
注
目
は
皆
無
と
し
て
よ
い
ほ
ど
な
の
で
あ
る
。

　

双
つ
の
事
情
の
う
ち
第
一
の
方
は
周
知
の
ご
と
く
残
念
な
が
ら
今
日
で
も
変
り
な
い
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
小
著
で
は
一
段
と
古
い
オ

リ
エ
ン
ト
絨
毯
生
産
の
歴
史
像
の
粗
描
を
試
み
た
い
の
で
あ
り
、
こ
の
企
て
は
格
別
、
も
と
よ
り
極
く
細さ

さ

や
か
な
と
は
い
え
今
日
の
研

究
目
的
に
は
意
の
ま
ま
と
な
る
手
段
を
用
い
て
、
サ
ラ
セ
ン
装
飾
文
様
の
由
来
お
よ
び
最
初
期
発
展
を
教
え
る
明
確
な
表イ

メ
ー
ジ象
の
不
足
と

い
う
、
こ
れ
ま
で
の
第
二
の
障
害
の
除
去
を
筆
者
が
一
緒
の
課
題
と
し
て
い
る
こ
と
で
善
し
と
さ
れ
よ
う
。
詳
し
く
言
え
ば
、
こ
の
課

題
を
果
し
た
い
筆
者
に
見
え
た
攻
撃
目
標
点
は
と
り
わ
け
双
つ
で
あ
っ
た
。
第
一
点
が
見
え
た
の
は
以
下
の
認
識
か
ら
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
例
の
［
表
］
面
飾
粧
体
系
（Flächendekorationssystem

）
の
一
方
的
な
形
成
お
よ
び
完
成
を
目
指
し
た
傾
向
は
、
オ
リ
エ
ン
ト

に
お
け
る
イ
ス
ラ
ム
の
登
場
や
ア
ラ
ブ
支
配
の
拡
大
に
よ
っ
て
初
め
て
強
力
に
な
っ
た
も
の
で
な
く
、
こ
の
傾
向
は
後
期
古
代

0

0

0

0

［späte 

A
ntike　

こ
こ
で
は
一
様
式
］
が
な
お
普
遍
的
（universal
）
と
認
め
ら
れ
て
い
た
時
代
に
早
く
も
紛
れ
な
い
仕
方
で
実
力
を
発
揮
し
て
い

た
し
、
さ
よ
う
、
ロ
ー
マ
皇
帝
時
代
の
移
り
ゆ
く
経
緯
の
な
か
で
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
芸
術
伝
統
を
一
歩
一
歩
と
押
戻
す
か
歪
め
る
か
し
て
、

後
期
ロ
ー
マ
芸
術
を
解
体
し
た
の
は
ま
さ
し
く
当
の
傾
向
で
あ
っ
た
、
と
捉
え
る
認
識
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
多
く
の
人
々
が
す
で

に
感
知
し
て
い
た
の
は
確
か
だ
が
、
し
か
し
こ
の
認
識
に
不
足
の
な
い
妥
当
性
を
も
得
さ
せ
る
た
め
に
必
要
と
思
わ
れ
た
の
は
、
後
期

古
代
の
飾
粧
要
素
と
サ
ラ
セ
ン
の
飾
粧
要
素
と
の
内
的
親
縁
性
を
、
こ
れ
ら
遺
例
に
つ
い
て
の
現
在
の
知
見
が
許
す
限
り
、
ひ
と
つ
ひ

と
つ
詳
し
く
検
証
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
一
箇
全
般
的
な
表
面
装
飾
の
図
式
に
少
し
づ
つ
身
を
合
せ
よ
う
と
形
式
は
性
格
を
変
え

て
ゆ
き
、
こ
う
し
た
変
化
せ
る
性
格
こ
そ
が
サ
ラ
セ
ン
芸
術
に
お
い
て
、
ま
こ
と
に
奇
妙
で
全
く
の
異
国
風
と
わ
れ
わ
れ
の
目
に
は
映
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る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
こ
と
に
必
要
と
思
わ
れ
た
の
は
、
原
初
の
諸
形
式
が
当
の
変
化
せ
る
性
格
を
得
る
過
程
を
追
跡
す
る
こ
と
で

あ
っ
た
。

　

劣
ら
ず
重
要
な
第
二
点
が
見
え
た
の
は
、
西
欧
の
、
わ
け
て
も
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
お
よ
び
南
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
、
い
わ
ゆ
る
家0

内
工
業

0

0

0

（H
ausindustrie

）
の
何
年
か
に
わ
た
る
調
査
か
ら
で
あ
り
、
経
済
関
係
・
技
術
関
係
・
装
飾
文
様
関
係
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
家
内
工
業
と
オ
リ
エ
ン
ト
絨
毯
生
産
と
の
類
似
は
あ
ま
り
に
も
瞭
然
と
目
立
つ
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
双
方
の
領
域
間
に
存
在
す
る
歴

史
的
事
情
の
精
確
な
研
究
を
要
求
せ
ず
に
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

右
に
述
べ
た
双
つ
の
こ
と
が
主
導
的
な
見
地
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
筆
者
は
本
書
に
記
す
研
究
に
向
っ
た
し
、
こ
こ
を
土
台
と
し
て
一

段
と
古
い
オ
リ
エ
ン
ト
絨
毯
の
生
産
に
つ
い
て
ば
か
り
か
サ
ラ
セ
ン
芸
術
の
開
始
期
に
つ
い
て
も
色
々
の
誤
謬
を
正
し
て
豊
か
に
な
っ

た
具
体
像
を
差
出
し
て
い
る
と
信
じ
る
。
残
念
な
が
ら
今
日
な
お
、
オ
リ
エ
ン
ト
絨
毯
に
つ
い
て
も
、
サ
ラ
セ
ン
芸
術
最
古
の
遺
例
に

つ
い
て
も
、
家
内
工
業
の
成
立
に
つ
い
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
側
面
に
わ
た
り
、
利
用
可
能
な
学
問
的
著
作
に
は
不
足
が
ひ
ど
く
痛
感
さ
れ

る
の
で
あ
り
、
こ
の
忌
々
し
い
現
状
を
お
考
え
の
上
、
図
版
で
添
え
る
べ
き
証
拠
物
件
が
多
く
の
点
で
不
十
分
に
思
わ
れ
る
と
し
て
も
、

ど
う
か
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。

　
　

ウ
ィ
ー
ン　
　
　
　
　

一
八
九
〇
年
七
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　

上
述
の
「
ま
え
が
き
」
に
原
書
で
は
「
目
次
」
が
続
く
。
本
稿
で
は
こ
こ
に
目
次
見
出
語

を
並
べ
る
だ
け
と
し
て
次
段
の
「
序
論
」
へ
移
る
。
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目　

次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま
え
が
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

序
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
一
章　

平
織
絨
毯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
二
章　

添
毛
手
結
び
絨
毯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
三
章　

ス
サ
ン
シ
ル
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
四
章　

古
オ
リ
エ
ン
ト
芸
術
と
の
関
係
に
お
け
る
添
毛
手
結
び
絨
毯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
五
章　

西
洋
に
お
け
る
添
毛
手
結
び
絨
毯

　
　

序　

論
（Einleitung

）

　

普
通
わ
れ
わ
れ
は
、
居
間
で
目
に
付
く

0

0

0

0

（an und in unseren W
ohnräum

en　

居
住
空
間
）
や
や
大
き
な
表
面
に
被
せ
る
た
め
に
用
い

る
織
物
状
の
覆
い
を
、
ど
れ
で
も
絨
毯

0

0

（T
eppich

）
と
呼
ん
で
い
る
。

　

家
屋
内
外
の
境0

（an der Peripherie

）
に
は
何
よ
り
も
住
む
人
を
取
囲
む
壁

0

0

0

0

（um
gebende W

and

）
が
あ
り
、
こ
こ
に
は
壁
掛
け
絨

0

0

0

0

毯0

（W
andteppich

）
を
垂
ら
す
。
し
か
も
こ
れ
を
様
式
的
に
は
、
た
だ
閉
ざ
さ
れ
た
壁
の
上
張
り
と
思
う
ば
か
り
か
、
打
抜
か
れ
た
壁

の
上
張
り
と
も
思
う
の
で
、
壁
掛
け
絨
毯
と
は
、
一
方
で
は
独
立
的
に
立
つ
柱
（Pfeiler

［
支
柱
］und Säule

［
円
柱
］）
の
被
覆
で
あ
り
、
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他
方
で
は
戸
口
の
垂
れ
幕
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
足
の
下0

（unter

）
に
は
床
（Fu㌼boden

）
が
あ
り
、
こ
こ
に
は
敷
物
絨
毯

0

0

0

0

（Fu㌼teppich
　

床
・
階
段
絨
毯
）
を
被
せ
る
。
上0

（über

）
な
る
天
井
だ
け
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
原
則
と
し
て
敷
物
の
覆
い
が
な
い
の
は
、
今
日
の

わ
れ
わ
れ
に
青
天
井
の
も
と
や
天
幕
内
で
住
む
習
慣
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
小
さ
な
例
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
に
も
祭
壇
天
蓋

や
玉
座
天
蓋
に
織
物
の
屋
根
が
あ
る
。

　

居
間
内0

（innerhalb

）
に
は
比
較
的
大
き
な
家
具
が
あ
り
、
こ
れ
に
は
織
物
の
覆
い
を
被
せ
る
。
た
だ
し
こ
の
よ
う
な
家
具
覆
い
が

絨
毯
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
こ
れ
だ
け
で
一
枚
を
成
し
、
被
せ
る
家
具
に
は
外
か
ら
投
げ
掛
け
る
独
立
の
覆
い
、
と
い
う
性
格
を
保
っ
て

い
る
ば
あ
い
に
限
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
家
具
と
き
わ
め
て
堅
く
結
ば
れ
て
い
る
と
見
え
る
の
で
、
独
立
と
い
う
意
義
が
消
え
て
（
例
え

ば
布
張
り
椅
子
の
よ
う
に
）
支
え
手
と
新
た
な
一
体
を
成
す
や
、
織
物
の
覆
い
は
た
ち
ま
ち
絨
毯
の
性
格
を
失
う
。
そ
れ
ゆ
え
家
具
覆
い

0

0

0

0

絨
毯

0

0

（M
öbelteppich

）
が
見
え
る
の
は
、
こ
と
に
比
較
的
大
き
な
椅
子
類
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
机
や
寝
台
の
覆
い

と
し
て
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
絨
毯

0

0

な
る
総
称
の
も
と
に
以
下
の
ご
と
く
別
々
の
三
種
を
区
別
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
─

　
　

㈠
壁
掛
け
絨
毯
、
㈡
敷
物
絨
毯
、
㈢
家
具
覆
い
絨
毯
。

こ
の
第
一
群
と
第
二
群
と
は
様
式
的
に
、
ま
た
や
が
て
見
る
通
り
少
く
と
も
オ
リ
エ
ン
ト
で
は
も
と
も
と
技
術
的
に
も
、
多
か
れ
少
か

れ
厳
し
く
別
々
に
分
け
ら
れ
て
き
た
。
第
三
群
は
見
た
目
に
、
あ
る
と
き
は
第
一
群
と
、
あ
る
と
き
は
第
二
群
と
一
緒
に
な
り
、
今
日

な
お
わ
れ
わ
れ
の
知
り
得
る
限
り
で
の
古
オ
リ
エ
ン
ト
生
活
状
況
内
で
は
独
立
の
意
義
に
欠
け
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
以
下
の
考
察
で
は

最
初
の
二
群
に
論
究
を
絞
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

日
常
会
話
で
使
わ
れ
るT

eppich

の
語
に
著
し
い
混
乱
は
、
個
々
の
絨
毯
部
類
間
に
は
使
用
目
的
の
違
い
で
性
格
付
け
ら
れ
る
様

式
的
区
別
が
あ
る
の
に
、
こ
れ
を
見
抜
く
目
が
な
い
と
い
う
、
確
か
に
広
く
世
間
に
行
渡
っ
て
い
る
洞
見
不
足
の
結
果
で
あ
る
。
こ
の
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不
足
は
何
十
年
も
の
工
芸
改
良
運
動
を
経
た
今
日
で
す
ら
な
お
完
全
に
は
解
消
さ
れ
て
い
な
い
と
見
え
る
し
、
工
芸
に
向
け
て
突
如
目

覚
め
た
関
心
ゆ
え
に
こ
の
［T

eppich

］
領
域
固
有
の
述
語
を
創
ろ
う
と
し
始
め
た
当
の
時
代
で
は
一
層
甚
し
か
っ
た
。

　

レ
ッ
シ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
北
ド
イ
ツ
で
はT

eppich

の
語
で
は
敷
物
絨
毯
だ
け
を
思
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
南
ド
イ

ツ
お
よ
び
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
はT

eppich

の
語
に
使
用
上
の
規
則
は
全
く
な
い
。

　

工
芸
用
語
上
の
相
似
た
疑
問
が
他
の
領
域
に
生
じ
る
と
、
疑
問
解
決
の
た
め
に
多
く
の
ば
あ
い
、
も
は
や
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
過
去

の
言
葉
遣
い
に
問
題
を
結
付
け
よ
う
と
努
め
、
歴
史
的
調
査
を
好
し
と
す
る
支
配
的
性
向
に
助
け
ら
れ
て
、
古
い
時
代
の
用
例
か
ら
大

体
は
言
葉
遣
い
に
つ
い
て
の
成
果
を
引
出
し
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
手
段
は
目
下
の
ば
あ
い
役
立
た
な
か
っ
た
。
ま
さ

し
く
織
布
用
語
の
領
域
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
時
代
に
、
ま
た
ド
イ
ツ
人
で
あ
れ
古
代
の
諸
民
族
で
あ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
民
族
の
あ
い
だ
で
、

混
乱
と
ま
で
は
言
わ
ず
と
も
不
精
確
と
い
う
全
般
的
性
格
が
支
配
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

　

ド
イ
ツ
語T

eppich

は
フ
ラ
ン
ス
語tapis
や
イ
タ
リ
ア
語tappeto

と
同
じ
く
ギ
リ
シ
ア
語τάπη

ς

（
ラ
テ
ン
語tapete

）
か
ら

出
て
い
る
。
こ
の
語
を
ホ
メ
ロ
ス
は
家
具
覆
い
絨
毯
に
し
か
用
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、の
ち
ヘ
レ
ニ
ズ
ム-

ロ
ー
マ
時
代
に
は
、

わ
れ
わ
れ
の
見
る
限
り
、
壁
掛
け
絨
毯
や
敷
物
絨
毯
の
呼
名
と
し
て
も
使
っ
て
い
た
。
つ
ま
りτάπη

ς

の
語
は
後
期
古
代
に
は
す
で

に
集
合
名
詞
の
語
義
を
具
え
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
語
義
を
以
下
わ
れ
わ
れ
もT

eppich

の
語
で
は
固
持
し
た
い
。

　

近
代
の
工
芸
改
良
運
動
に
積
極
的
に
参
加
せ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
民
族
で
は
、
英
国
人
が
絨
毯
の
主
要
三
部
類
全
部
に
そ
れ
ぞ
れ
明

確
な
呼
名
を
創
っ
た
唯
一
の
民
族
で
あ
っ
て
、
敷
物
絨
毯
に
はcarpet, 

壁
掛
け
絨
毯
に
はhanging, 

家
具
覆
い
絨
毯
に
はrug

の
語

が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
区
別
が
鋭
く
明
る
い
語
法
の
も
と
は
、
す
で
に
イ
ン
ド
支
配
で
早
く
か
ら
身
近
と
な
っ
た
オ
リ
エ
ン
ト
の
諸
事

情
に
、
英
国
人
が
詳
し
く
関
っ
て
き
た
こ
と
に
あ
る
と
見
て
大
過
あ
る
ま
い
。
古
代
語τάπη

ς

と
英
国
人
が
結
ば
れ
る
の
は
、
た
だ

W
irkerei

（Gobelintechnik　
ゴ
ブ
ラ
ン
織
り
技
術
）
をtapestry

と
呼
ぶ
と
き
だ
け
で
、
こ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
人
か
ら
借
り
て
き
た
語
で
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あ
り
、
ま
さ
に
右
に
挙
げ
た
意
味
で
中
世
以
来
フ
ラ
ン
ス
人
はtapisserie

の
語
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
一
層
不
思

議
な
こ
と
だ
が
、tapisserie

の
語
はtapis

か
ら
出
て
い
る
と
い
う
の
に
、
フ
ラ
ン
ス
人
はtapis

の
語
を
壁
掛
け
や
ゴ
ブ
ラ
ン
織
に

は
用
い
ず
、
北
方
ド
イ
ツ
人
のT

eppich

と
同
様
、tapis

は
あ
く
ま
で
旉
物
絨
毯
だ
け
に
用
い
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
語
法
は
工
芸

改
良
運
動
に
よ
っ
て
人
為
的
に
初
め
て
生
じ
た
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
す
で
に
一
八
五
一
年
［
ロ
ン
ド
ン
万
国
産

業
博
覧
会　

T
he Great Exhibition of Industry of A

ll N
ations

］
の
芸
術
関
係
報
告
書
の
な
か
で
ラ
ボ
ル
ド
伯
爵
（Graf de Laborde

）
が

以
下
の
ご
と
く
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
─
「tapis

と
は
何
か
。
地
面
の
覆
い
で
あ
っ
て
、
そ
の
上
を
足
が
行
く
。（Q

u’est ce qu’un 

tapis ?  Le revêtem
ent du sol, sur lequel portent les pieds.

）」。

　

足
で
踏
む
床
絨
毯
（Bodenteppich

）
へ
の
注
文
と
、
触
ら
れ
も
せ
ず
に
垂
れ
て
い
る
壁
掛
け
絨
毯
へ
の
注
文
と
が
全
く
別
々
に
な

る
こ
と
は
少
し
も
疑
い
な
い
。
当
然
こ
の
相
違
は
絨
毯
部
類
双
方
の
外
面
的
性
状
に
表
れ
ず
に
い
な
い
。
と
こ
ろ
で
外
面
的
性
状
は
何

よ
り
技
術
的
制
作
の
仕
方
に
依
存
す
る
か
ら
、
こ
の
事
情
は
お
の
ず
と
、
絨
毯
の
使
用
目
的
が
異
な
れ
ば
技
術
的
制
作
法
も
異
な
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ

と
を
強
い
、
し
た
が
っ
て
薄
く
て
滑
ら
か
な
壁
掛
け
絨
毯
は
厚
く
て
粗
い
敷
物
絨
毯
と
は
別
様
に
作
ら
れ
て
い
る
は
ず
と
な
ろ
う
。
だ

が
わ
れ
わ
れ
近
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
世
界
で
は
す
で
に
、
相
異
な
る
絨
毯
の
実
地
使
用
に
関
し
て
、
様
式
区
別
の
厳
し
い
原
始
時
代

の
実
情
か
ら
遠
く
隔
た
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
事
態
は
、
絨
毯
制
作
に
用
い
ら
れ
る
織
布
技
術
に
関
し
て
尚
更
の
こ
と
で
あ
る
。

　

詳
し
く
言
う
と
、
工マ

ニ
ュ
フ
ァ
ク
テ
ュ
ア

場
製
手
工
芸
ゴ
ブ
ラ
ン
織
の
産
物
は
度
外
視
、
ま
た
少
数
工
場
の
流
行
特
製
品
と
し
て
か
愛デ

ィ
レ
ッ
タ
ン
ト

好
家
の
手
遊
び
と

し
て
作
ら
れ
る
類
の
ス
ミ
ル
ナ
（Sm

yrna

）
産
織
布
を
も
度
外
視
す
れ
ば
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
絨
毯

0

0

0

0

0

0

0

0

0

は
、
す
べ
す
べ
（glatt　
対
語
は

rauh

）
の
平
織
に
し
て
も
、
ざ
ら
ざ
ら
（rauh

）
の
ビ
ロ
ー
ド
に
し
て
も
、
い
ず
れ
も
み
な
機
械
式
織
機

0

0

0

0

0

（m
echanischer W

ebstuhl

）

の
産
物
と
し
て
登
場
す
る
。
こ
の
過
程
が
始
ま
る
の
は
ジ
ャ
カ
ー
ド
紋
織
機
［Jacquard loom

　

フ
ラ
ン
ス
人
発
明
者
ジ
ャ
カ
ー
ル　

Joseph-

M
arie Jacquard, 1752-1834.

の
名
に
よ
る
］
の
発
明
と
か
機
械
発
明
全
般
の
最
新
局
面
が
初
め
て
の
成
立
時
と
か
で
は
な
く
、
こ
の
過
程
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は
西
洋
の
経
済
的
事
情
に
も
と
づ
い
て
い
て
、
後
期
古
代
以
降
、
絹
織
技
芸
に
伴
い
つ
つ
生
じ
た
織
成
技
術
の
形
成
に
、
た
だ
目
に
見

え
る
姿
で
追
随
し
、
ま
た
促
進
さ
れ
た
事
柄
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

　

絨
毯
生
産
の
領
域
で
西
洋
と
正
反
対
に
オ
リ
エ
ン
ト

0

0

0

0

0

で
は
、
使
用
目
的
が
異
な
れ
ば
並
行
し
て
各
自
に
特
別
な
技
術
も
ま
た
異
な
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
が
、
太
古
か
ら
今
日
ま
で
多
く
の
点
で
変
化
な
し
に
保
た
れ
て
き
た
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
見
方
で
オ
リ
エ
ン
ト

0

0

0

0

0

と
呼
ぶ
も
の
は
、
地
理
的
意
味
で
は
厳
密
に
捉
え
ら
れ
な
い
。
東
ア
ジ
ア
の
文
化
や
芸
術
が
メ

ソ
ポ
タ
ミ
ア
お
よ
び
エ
ジ
プ
ト
の
文
化
や
芸
術
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
姿
の
古
さ
や
豊
か
さ
に
お
い
て
少
く
と
も
肩
を
並
べ
な
い
こ
と
は
な

い
と
見
え
て
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
東
方
へ
ア
ジ
ア
大
陸
を
越
え
て
拡
が
る
広
大
な
文
化
世
界
全
体
が
オ
リ
エ
ン
ト
に
含
ま
れ
る
の
で

は
な
い
。
反
対
に
通
例
の
オ
リ
エ
ン
ト
概
念
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
南
方
に
横
た
わ
る
北
ア
フ
リ
カ
諸
国
も
算
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ

て
オ
リ
エ
ン
ト
な
る
概
念

0

0

0

0

0

0

0

0

0

は
地
理
的
概
念
と
い
う
よ
り
歴
史
的

0

0

0

概
念

0

0

で
あ
っ
て
、大
体
の
と
こ
ろ
イ
ス
ラ
ム

0

0

0

0

の
伝
播
範
囲
と
合
致
す
る
。

だ
が
こ
の
概
念
は
生
成
を
思
え
ば
な
お
遥
か
遠
く
の
古
代
に
遡
る
。
と
い
う
の
も
イ
ス
ラ
ム
登
場
以
前
す
で
に
永
く
、
当
の
領
域
は
実

質
的
に
ヘ
レ
ニ
ズ
ム

0

0

0

0

0

の
文
化
や
芸
術
の
拡
が
っ
て
い
た
領
域
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
今
日
の
政
治
的
境
界
は
完
全
に
度
外

視
し
て
、
以
下
わ
れ
わ
れ
の
考
察
で
顧
慮
さ
れ
る
の
は
北
ア
フ
リ
カ
・
シ
リ
ア
・
小
ア
ジ
ア
・
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
・
ペ
ル
シ
ア
・
ト
ラ
ン

ス
オ
ク
サ
ニ
ア
［
ア
ラ
ル
海
オ
ク
ソ
ス
河
東
方
地
帯
］
と
な
ろ
う
が
、中
央
ア
ジ
ア
に
お
け
る
最
前
線
の
場
所
は
中
国
の
統
治
下
に
あ
る
ホ
ー

0

0

タ
ン

0

0

（K
hotan

）
で
あ
る
。

　

右
に
挙
げ
た
諸
地
方
で
は
古
い
織
布
技
術
が
い
ま
で
も
行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
測
り
知
れ
ぬ
太
古
に
お
け
る
素
朴
な
技
芸
創
造

活
動
が
壁
掛
け
絨
毯
お
よ
び
敷
物
絨
毯
を
作
る
た
め
に
工
夫
し
た
習
わ
し
で
あ
る
。
独
立
的
意
義
の
な
い
若
干
の
二
次
的
現
象
は
無
視

す
る
と
、
オ
リ
エ
ン
ト
の
絨
毯
生
産
で
は
絨
毯
の
主
要
二
部
類
に
応
じ
て
主
に
二
つ
の
技
術

0

0

0

0

0

が
問
題
と
な
る
─
─
壁
掛
け
絨
毯
用
の
平0

織0

（W
irkerei

）
と
旉
物
絨
毯
用
の
添
毛
手
結
び

0

0

0

0

0

（K
nüpfung

）
と
で
あ
る
。
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し
か
し
直
ち
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
オ
リ
エ
ン
ト
に
お
い
て
も
、
織
布
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
事
柄
で
優
勢
な
保
守
主

義
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
日
で
は
す
で
に
多
々
、
原
始
時
代
の
素
朴
で
厳
格
な
習
わ
し
か
ら
は
離
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
こ
と
に
奢

侈
特
製
絨
毯
（Luxusteppich

）
で
は
上
記
二
つ
の
絨
毯
技
術
が
原
初
本
来
の
用
法
に
逆
ら
う
仕
方
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
を
見
て
も
、

決
し
て
驚
い
て
は
い
け
な
い
。
こ
う
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
が
、旉
物
絨
毯
の
添
毛
手
結
び
技
術
で
作
ら
れ
た
壁
掛
け
で
あ
り
、

逆
に
平
織
で
作
ら
れ
た
と
見
え
る
床
敷
き
の
祈
禱
用
絨
毯
で
あ
る
。

　

や
が
て
見
る
よ
う
に
平ひ

ら

織お
り

（W
irkerei

）
は
一
段
と
原
始
的
な
技
術
で
あ
り
、
い
や
総
じ
て
、
ど
こ
か
ら
見
て
も
織
物
の
最
古
の
形

式
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
理
解
で
き
る
こ
と
だ
が
、
全
般
的
な
保
守
主
義
に
も
か
か
わ
ら
ず
オ
リ
エ
ン
ト
で
す
ら
平
織
の
使
用
は
す
で
に

何
百
年
来
き
わ
め
て
控
え
目
な
程
度
に
限
ら
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
添そ

え

毛げ

手て

結む
す

び
旉
物
絨
毯
（geknüpfter Fu㌼teppich

）
は
今
日
な
お

オ
リ
エ
ン
ト
で
は
最
も
広
範
囲
に
使
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
引
続
き
数
多
く
生
産
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
用
語
の
意
味

で
は
、
こ
れ
こ
そ
が
オ
リ
エ
ン
ト
絨
毯
そ
の
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（orientalischer T
eppich schlechtw

eg

）
で
あ
り
、
こ
の
名
で
理
解
す
る
の
は
普
通

の
言
語
使
用
の
ば
あ
い
、
た
だ
た
だ
フ
ラ
シ
天
（plüschartig

; plush

［
英
］）
の
床
絨
毯
（Bodenteppich

）
だ
け
で
し
か
な
い
。
オ
リ

エ
ン
ト
に
お
け
る
こ
の
平
織
絨
毯
と
添
毛
手
結
び
絨
毯
と
の
間
柄
は
、
ど
こ
か
ら
見
て
も
、
早
く
も
中
世
に
は
広
く
根
を
下
し
て
い
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
以
下
の
考
察
で
、オ
リ
エ
ン
ト
絨
毯
の
平
織
に
は
た
だ
一0

章
（
第
一
章
）
だ
け
で
、残
余
の
章
［
第
二
、三
、四
、五
の
全
四
章
］

は
す
べ
て
添
毛
手
結
び
絨
毯
に
捧
げ
て
も
、
こ
れ
は
正
当
と
し
て
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　

こ
こ
で
順
序
を
断
ち
、
リ
ー
グ
ル
を
離
れ
て
、
再
刊
書
『
オ
リ
エ
ン
ト
古
絨
毯
』
の
前
段

に
置
か
れ
た
以
下
の
「
文
献
案
内
─
ベ
ッ
シ
ュ
筆
」
で
本
稿
を
閉
じ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　

絨
毯
研
究
の
一
九
七
〇
年
代
に
お
け
る
現
況
報
告
と
し
て
、
本
稿
が
主
眼
と
し
た
の
は
、

こ
の
「
文
献
案
内
」
の
紹
介
で
あ
る
。
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文
献
案
内　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ウ
ル
リ
ー
ケ
・
ベ
ッ
シ
ュ

　

絵
の
な
か
へ
の
オ
リ
エ
ン
ト
絨
毯
の
模
写
は
す
で
に
中
世
、
例
え
ば
ジ
オ
ッ
ト
の
フ
レ
ス
コ
画
に
ま
で
遡
る
と
思
え
ば
、
そ
れ
だ
け

に
驚
き
だ
が
、
オ
リ
エ
ン
ト
絨
毯
に
つ
い
て
の
著
作
、
つ
ま
り
言
葉
に
よ
る
絨
毯
描
写
が
始
ま
る
と
し
て
よ
い
の
は
、
よ
う
や
く
十
九

世
紀
初
頭
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
誰
か
の
購
入
（
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
お
け
る
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
例
）
と
か
取
引
や
制
作
の
事
情
な
ど
を
旅
行
記
が

誌
し
た
附
随
的
な
言
及
を
除
く
と
、
早
い
著
作
か
ら
は
地
誌
的
あ
る
い
は
歴
史
的
な
判
定
の
記
述
は
見
え
ず
、
ま
し
て
や
判
定
に
努
め

る
試
み
は
取
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
う
し
た
事
実
に
も
か
か
わ
ら
ず
オ
リ
エ
ン
ト
絨
毯
へ
の
何
世
紀
に
も
わ
た
る
、
ほ
と
ん
ど
絶

え
間
な
い
関
心
は
間
違
い
な
い
と
断
言
で
き
る
。
こ
の
関
心
は
、確
証
で
き
る
最
初
の
全
盛
期
を
オ
リ
エ
ン
ト
貿
易
期
間
内
で
味
わ
い
、

十
八
世
紀
以
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
技
術
的
に
複
製
で
き
る
か
ど
う
か
の
可
能
性
を
問
い
な
が
ら
続
い
て
い
る
。

　

以
下
こ
こ
で
は
絨
毯
学
の
発
端
（
実
質
的
な
担
い
手
は
レ
ッ
シ
ン
グ
と
リ
ー
グ
ル
と
ボ
ー
デ
）、
次
代
か
ら
今
日
ま
で
に
現
れ
た
文
献
、
末

尾
に
リ
ー
グ
ル
あ
れ
こ
れ
の
オ
リ
エ
ン
ト
絨
毯
考
の
三
段
を
全
体
見
取
図
の
試
み
と
し
て
掲
げ
た
い
。
簡
略
で
選
択
に
主
観
を
刻
み
込

ん
だ
こ
の
文
献
表
で
は
、
さ
ら
に
目
標
を
、
絨
毯
な
る
芸
術
部
門
の
解
明
に
生
産
的
で
あ
る
よ
う
に
と
、
た
だ
の
情
報
提
供
以
上
で
方

法
論
に
寄
与
す
る
論
考
の
把
捉
に
置
い
た
こ
と
か
ら
、
顧
み
ず
に
終
っ
た
も
の
が
多
数
あ
る
。（
絶
え
ず
新
資
料
を
明
る
み
に
出
し
て
く
れ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
）
夥
し
い
「
図
版
本
」
は
取
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
わ
け
て
も
絨
毯
の
図
版
が
資
料
整
理
の
も
と
に
と
い
う

よ
り
、む
し
ろ
写
真
芸
術
の
媒
体
と
し
て
仕
え
て
い
る
場
合
に
で
あ
る
。
前
面
に
出
る
の
は
学
問
助
成
の
刊
行
物
で
あ
り
、こ
と
に
リ
ー

グ
ル
だ
が
、
オ
リ
エ
ン
ト
絨
毯
に
関
す
る
諸
考
に
リ
ー
グ
ル
が
据
え
た
の
は
、
た
ん
に
絨
毯
学
の
た
め
ば
か
り
か
、
芸
術
学
の
今
日
ま

で
の
本
質
的
な
基
礎
を
築
く
に
格
別
重
要
な
思
想
の
た
め
の
萌
芽
で
あ
っ
た
。

　

絨
毯
学
の
処
女
作
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
添そ

え

毛げ

手
結
び
絨
毯
の
装
飾
文
様
を
組
織
化
す
る
た
め
の
手
本
と
し
て
考
え
ら
れ
た
レ
ッ
シ
ン
グ
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（Julius von Lessing, 1843-1908

）
の
模
様
意
匠
本
に
、
こ
れ
は
な
お
模
倣
の
純
技
法
的
側
面
に
捧
げ
ら
れ
た
著
作
だ
が
、
後
日
の
改
良

へ
向
け
て
の
柔
軟
さ
は
す
で
に
見
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
一
八
七
七
年
の
公
刊
本
に
お
い
て
レ
ッ
シ
ン
グ
は
、
画
中
に
オ
リ
エ
ン
ト
絨

毯
が
写
さ
れ
て
い
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
絵
画
に
見
ら
れ
る
注
目
す
べ
き
材
料
を
集
め
て
、
な
お
現
存
し
て
い
る
壊
れ
易
い
材
料
と
い
う
狭
い

範
囲
に
限
ら
れ
る
だ
け
で
な
い
原
理
、
年
代
順
か
地
域
順
な
る
原
理
に
よ
っ
て
絨
毯
を
分
類
す
る
基
礎
を
築
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

出
版
年
が
次
と
な
る
オ
リ
エ
ン
ト
学
者
カ
ラ
バ
チ
ェ
ク
（Joseph von K

arabacek, 1845-1918

）
の
書
で
、
色
や
象
徴
や
工
業
技
術
の

諸
問
題
解
明
を
助
け
る
イ
ス
ラ
ム
文
献
資
料
に
通
曉
す
る
た
め
の
、
言
語
修
練
の
前
提
条
件
が
開
か
れ
る
。
実
例
の
役
を
演
じ
た
織
布

「
刺
繡
絵
ス
サ
ン
シ
ル
ト
（N

adelm
alerei Susan

［d

］schird

）」
は
確
か
に
絨
毯
結
糸
術
か
ら
出
た
正
格
の
も
の
で
は
な
い
が
、
し
か
し

オ
リ
エ
ン
ト
絨
毯
の
領
域
へ
の
洞
見
を
許
す
基
本
的
観
察
は
こ
こ
で
提
供
さ
れ
る
。

　

オ
リ
エ
ン
ト
絨
毯
研
究
の
基
礎
作
業
に
つ
い
て
は
、
ウ
ィ
ー
ン
に
お
け
る
大
絨
毯
展
一
八
九
一
年
の
三
巻
か
ら
成
る
記
念
碑
的
出
版

物
た
る
初
め
て
の
図カ

タ
ロ
グ録
が
一
八
九
二
年
に
刊
行
さ
れ
て
、
さ
ら
に
ひ
と
つ
の
局
面
が
明
る
く
な
っ
た
。
こ
こ
に
一
文
「
オ
リ
エ
ン
ト
豪

華
絨
毯
製
造
の
年
代
と
起
源（A
lter und U

rsprung der M
anufaktur orientalischer Prachtteppiche

）」を
寄
せ
て
バ
ー
ド
ウ
ッ
ド
卿（Sir 

George Birdw
ood, 1832-1917

）
が
民
族
誌
的
領
野
を
拓
い
た
の
で
あ
る
。
基
礎
の
確し

っ
か
り
し
た
バ
ー
ド
ウ
ッ
ド
の
地
理
お
よ
び
歴
史
の
知

識
は
、
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
文
献
へ
の
大
観
と
結
ば
れ
て
、
エ
ジ
プ
ト
人
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
人
の
遺
例
と
い
わ
ば
融
け
合
せ
つ
つ
、
絨
毯

結
糸
技
術
開
始
の
姿
を
立
上
ら
せ
た
。
建
て
ら
れ
た
体
系
は
共
感
し
つ
つ
理
解
で
き
る
も
の
だ
が
、
し
か
し
オ
リ
エ
ン
ト
絨
毯
の
始
ま

り
に
手
掛
り
を
摑
む
と
い
う
目
的
は
達
せ
ら
れ
て
い
な
い
。
紀
元
前
五
〇
〇
年
頃
と
さ
れ
る
パ
ツ
ィ
リ
ク
絨
毯
（Pazyrikteppich

）
と

中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
絵
画
面
に
描
か
れ
た
最
初
の
絨
毯
群
と
の
あ
い
だ
に
は
、
今
日
で
も
相
変
ら
ず
、
途
切
れ
途
切
れ
に
し
か
破
れ
な
い

空
隙
が
大
き
く
口
を
開
け
た
ま
ま
で
あ
る
。
右
と
同
じ
図カ

タ
ロ
グ録
内
の
文
章
、
ロ
ン
ド
ン
の
サ
ウ
ス
・
ケ
ン
ジ
ン
ト
ン
博
物
館
長
ク
ラ
ー
ク

（Purdon Clarke, 1846-1911. D
irector of South K

ensington M
useum

［M
useum

 of O
rnam

ental A
rt

と
し
て
知
ら
れ
る
］）
の
啓
発
的
な
論
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考
は
、
も
は
や
確
か
に
ほ
と
ん
ど
旅
行
記
と
は
見
做
し
難
い
。
そ
の
つ
ど
二
年
に
わ
た
る
ス
ペ
イ
ン
、
ペ
ル
シ
ア
、
ト
ル
コ
お
よ
び
イ

ン
ド
滞
在
の
目
標
は
オ
リ
エ
ン
ト
絨
毯
の
分
類
、
す
な
わ
ち
特
定
の
模
様
や
色
や
材
料
を
特
定
の
系
統
や
地
域
へ
と
帰
属
さ
せ
る
こ
と

に
あ
っ
た
。
分
類
は
経
験
的
な
仕
方
で
行
わ
れ
た
が
、
幸
い
に
も
コ
ラ
サ
ン
（K

horassan

）
と
か
バ
ク
テ
ィ
ア
リ
（Baktiari

）
な
ど
と

場
所
表
示
か
ら
成
り
、
お
定
ま
り
の
命
名
法
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
あ
れ
こ
れ
の
概
念
は
可
変
的
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
で
織
布
を
用

心
深
く
捉
え
る
と
い
う
重
要
な
見
方
に
従
っ
て
い
た
。

　

リ
ー
グ
ル
（A

lois Riegl, 1858-1905

）
は
ウ
ィ
ー
ン
絨
毯
展
で
展
示
さ
れ
図カ

タ
ロ
グ録
に
収
め
ら
れ
た
品
々
の
解
説
を
引
受
け
た
が
、
こ
の

と
き
配
列
の
原
理
と
し
て
ク
ラ
ー
ク
の
地
域
指
定
を
用
い
て
は
い
な
い
。
絨
毯
そ
の
も
の
を
見
て
、
こ
れ
を
ほ
と
ん
ど
衒
学
的
と
言

え
る
ほ
ど
に
分
析
し
、
隣
合
う
高
度
文
化
内
に
補
完
要
素
を
探
索
し
つ
つ
、
お
の
れ
の
方
向
を
定
め
て
い
る
。
目
標
は
東オ

リ
エ
ン
ト洋
お
よ
び

西オ
ク
シ
デ
ン
ト
洋
を
包
む
一
箇
の
宇
宙
的
文
化
空
間
の
発
見
に
あ
り
、
こ
の
空
間
を
上
位
座
標
系
と
し
て
、
な
か
に
絨
毯
の
位
置
も
見
出
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

　

リ
ー
グ
ル
が
地
誌
的
と
か
祭
儀
的
と
か
社
会
的
な
ど
種
々
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
を
引
入
れ
て
の
描
叙
は
度
外
視
し
、
他
方
で
は
あ
れ
こ

れ
の
芸
術
的
問
題
を
も
解
釈
し
つ
つ
反
省
す
る
こ
と
で
、
オ
リ
エ
ン
ト
絨
毯
は
初
め
て
芸
術
史
的
意
義
の
深
さ
を
獲
得
す
る
。
こ
の
こ

と
は
わ
け
て
も
一
八
九
一
年
の
刊
行
、
こ
こ
に
再
刊
と
な
る
著
書
『
オ
リ
エ
ン
ト
古
絨
毯
』
に
お
い
て
生
じ
て
い
る
。

　

芸
術
家
の
、
み
ず
か
ら
特
別
な
構
造
に
仕
立
て
る
織
布
材
料
と
の
対
決
は
す
で
に
ゼ
ム
パ
ー
（Gottfried Sem

per, 1803-1879

）
が
全

二
巻
の
著
書
『
様
式
論
（D

er Stil in den technischen und tektonischen K
ünsten, 1860-63

）』
で
明
示
し
て
い
た
が
、
あ
れ
こ
れ
の
芸

術
問
題
を
リ
ー
グ
ル
は
、
た
ん
に
芸
術
家
と
材
料
と
の
対
決
に
見
る
だ
け
で
な
く
、
格
別
に
は
、
加
飾
な
る
目
的
の
埋
込
ま
れ
て
い
る

価
値
体
系
内
、
ま
こ
と
に
多
様
な
創
造
へ
と
芸
術
家
を
駆
立
て
る
価
値
体
系
内
に
見
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
リ
ー
グ
ル
の
関
心
が
立
つ
土
台
は
、
も
は
や
（
レ
ッ
シ
ン
グ
の
例
の
ご
と
く
）
国
産
「
工
芸
」
助
長
の
た
め
に
手
本
と
し
て
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考
え
ら
れ
る
オ
リ
エ
ン
ト
絨
毯
の
模
範
性
に
で
な
く
、
オ
リ
エ
ン
ト
絨
毯
は
普
遍
的
芸
術
史
の
一
対
象
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
観
念
的

内
容
お
よ
び
作
用
力
に
つ
い
て
「
芸
術
意
思
」
を
思
い
つ
つ
究
明
す
べ
き
対
象
と
見
る
洞
察
に
あ
っ
た
。

　

リ
ー
グ
ル
の
ウ
ィ
ー
ン
大
学
芸
術
史
講
座
を
継
い
だ
ス
ト
シ
ュ
ゴ
フ
ス
キ
ー
（Josef Strzygow

ski, 1862-1941

）
の
努
力
も
ま
た
、

オ
リ
エ
ン
ト
絨
毯
の
本
質
お
よ
び
生
成
を
認
識
し
て
、
こ
の
絨
毯
を
論
証
の
次
元
で
繰
拡
げ
る
こ
と
に
あ
る
。
ア
ジ
ア
の
地
に
民
族
芸

術
（V

olkskunst　

郷
民
芸
術
）
は
「
権
力
芸
術
（M

achtkunst

）」
の
拡
が
り
得
る
広
大
な
土
壤
を
提
供
し
て
い
て
、
ア
ジ
ア
芸
術
の
個

体
発
生
を
初
め
て
可
能
と
さ
せ
る
諸
々
の
洞
見
を
仲
介
役
と
し
て
取
次
い
で
い
る
─
─
す
な
わ
ち
「
遺
例
自
体
を
で
な
く
、
な
か
に
潜

ん
で
い
る
芸
術
的
諸
価
値
を
研
究
す
る
こ
と
（
本
質
研
究
）
が
大
切
な
の
で
あ
る
」。
残
念
な
が
ら
ス
ト
シ
ュ
ゴ
フ
ス
キ
ー
で
は
、
道

は
確
か
に
示
さ
れ
た
も
の
の
、
意
義
あ
る
成
果
は
ほ
と
ん
ど
出
て
い
な
い
。

　

あ
れ
こ
れ
リ
ー
グ
ル
の
文
章
公
表
に
続
い
て
間
も
な
く
絨
毯
文
献
に
は
再
度
の
転
回
が
記
録
さ
れ
る
。一
八
九
二
年
に
論
文
形
式
で
、

一
九
〇
二
年
に
一
書
と
し
て
公
刊
さ
れ
た
ボ
ー
デ
（W

ilhelm
 von Bode, 1845-1929

）
の
小
ア
ジ
ア
添
毛
手
結
び
絨
毯
考
は
既
得
の
さ

ま
ざ
ま
な
認
識
を
一
箇
の
新
体
系
に
統
合
し
よ
う
と
す
る
精
妙
な
作
業
を
示
し
て
い
る
。
ベ
ル
リ
ン
美
術
館
群
総
長
ボ
ー
デ
に
は
研
究

方
針
の
因
子
と
し
て
は
年
代
問
題
が
初
め
て
中
心
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
首
唱
者
レ
ッ
シ
ン
グ
に
還
る
こ
と
だ
が
、
古
い
巨
匠
た
ち
の
絵

画
に
描
か
れ
た
オ
リ
エ
ン
ト
絨
毯
の
模
像
に
こ
そ
最
も
適
切
な
解
決
策
を
見
出
せ
る
、と
す
る
。
偶
発
的
な
文
字
や
「
数
字
（Zahlen

）」

の
翻
訳
と
同
じ
く
、
様
式
批
判
を
ボ
ー
デ
は
確
実
性
の
劣
る
も
の
と
見
做
す
の
で
あ
る
。
年
代
決
定
の
根
拠
と
し
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
絵

画
か
ら
出
立
と
な
れ
ば
、
絵
画
お
よ
び
比
較
的
多
く
保
持
さ
れ
て
い
る
絨
毯
の
両
面
か
ら
、
同
時
に
絨
毯
は
ペ
ル
シ
ア
絨
毯
の
古
典
期

つ
ま
り
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
朝（Safaw

idenzeit, 1502-1736. ［
イ
ラ
ン
最
大
の
民
族
王
朝
］）の
品
々
に
限
定
と
な
る
こ
と
も
最
初
か
ら
決
っ
て
い
る
。

以
後
の
年
々
、
絨
毯
蒐
集
家
の
関
心
は
ま
す
ま
す
文
献
に
反
映
し
、
多
数
の
特
殊
論
文
筆
者
を
算
え
る
こ
と
に
も
な
る
が
、
ボ
ー
デ
で

は
芸
術
的
普
遍
史
家
の
精
神
と
蒐
集
家
の
関
心
と
が
出
合
っ
て
一
緒
に
な
る
と
言
え
よ
う
か
。
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一
九
一
四
年
に
ボ
ー
デ
の
絨
毯
本
第
二
版
が
今
度
は
イ
ス
ラ
ム
学
者
キ
ュ
ー
ネ
ル
（Ernst K

ühnel, 1882-1964

）
と
の
共
著
と
し
て

出
版
さ
れ
、
キ
ュ
ー
ネ
ル
は
章
立
て
の
変
更
を
行
い
、
こ
れ
ま
で
よ
り
大
き
な
頁
を
ト
ル
コ
絨
毯
に
当
て
て
い
る
。
こ
の
改
め
ら
れ
た

体
裁
で
「
ボ
ー
デ-

キ
ュ
ー
ネ
ル
本
」
が
オ
リ
エ
ン
ト
絨
毯
に
と
っ
て
の
今
日
ま
で
通
用
す
る
標
準
書
と
な
る
。

Julius von Lessing : A
ltorientalische T

eppiche [T
eppichm

uster nach Bildern und O
riginalen des ⅩⅤ

.-ⅩⅤⅠ. 

Jahrhunderts]. Berlin 1877.

Joseph von K
arabacek : D

ie persische N
adelm

alerei Susan

［d

］schird. Leipzig 1881.

K
atalog der A

usstellung „O
rientalische T

eppiche

“ des K
. K

. Ö
sterreichischen H

andelsm
useum

s in W
ien. W

ien, 

London, Paris 1892

（-1896
）.

A
lois Riegl : A

ltorientalische T
eppiche. Leipzig 1891.

Josef Strzygow
ski : D

ie Stellung des Islam
 zum

 geistigen A
ufbau Europas. A

bo 1922.

Josef Strzygow
ski : A

siens bildenden K
unst in Stichproben, ihr W

esen und ihre Entw
icklung. A

ugsburg 1930.

W
ilhelm

 von Bode : Ein altpersischer T
eppich im

 Besitz der K
öniglichen M

useen zu Berlin. in : Jahrbuch der 

K
öniglich Preussischen K

unstsam
m

lungen. Belin 1892.

W
ilhelm

 von Bode : V
orderasiatische K

nüpfteppiche. Berlin 1902

（1. A
uflage

）.

W
. v. Bode/E. K

ühnel : V
orderasiatische T

eppiche. Berlin 1914

（1. A
uflage

）.

　

絨
毯
研
究
に
お
け
る
幾
つ
か
の
要
点
を
正カ

ノ
ン典
化
す
る
時
代
に
続
く
の
は
、
早
く
も
精
通
者
が
お
の
れ
の
見
識
を
披
露
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
市
場
の
需
要
に
応
え
て
法
外
に
増
す
資
料
を
、
末
広
が
り
に
開
い
て
ゆ
く
整
理
体
系
内
へ
と
組
織
的
に
編
入
す
る
時
期
で
あ
る
。
体
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裁
に
つ
い
て
も
価
格
に
つ
い
て
も
豪
壮
た
る
書
冊
が
、
二
十
世
紀
初
頭
に
お
け
る
オ
リ
エ
ン
ト
絨
毯
の
価
値
評
定
に
似
合
う
姿
を
見
せ

て
い
る
。

　

マ
ー
テ
ィ
ン
（F. R. M

artin　

生
殁
年
不
明
）
執
筆
の
オ
リ
エ
ン
ト
絨
毯
史
は
造
本
（
二
冊
本
で
一
冊
は
絨
毯
三
八
〇
例
を
挙
げ
、
な
か
の
十

例
は
絹
布
上
写
真
版
）
の
体
裁
に
、
芸
術
の
品
、
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
学
問
の
客
体
と
し
て
価
値
あ
る
こ
と
は
明
か
な
り
と
絨
毯
の
代
表
を

見
せ
つ
け
て
い
る
。

　

オ
リ
エ
ン
ト
小
芸
術
の
あ
ら
ゆ
る
分
枝
か
ら
得
て
き
た
比
較
材
料
に
注
い
だ
途
方
も
な
い
経
費
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
書
は
予
想

し
て
よ
い
迫
力
の
度
に
達
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
あ
れ
こ
れ
の
憶
測
を
免
れ
な
い
。
絨
毯
の
融
合
完
成
態
の
特
殊
性
を
イ
ス
ラ
ム
の
芸
術

創
造
活
動
に
見
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
リ
ー
グ
ル
の
思
想
を
継
続
す
る
こ
と
に
懸
っ
て
い
る
。

　

同
様
の
体
裁
で
刊
行
さ
れ
た
の
が
サ
レ
（Friedrich Paul T

heodor Sarre, 1865-1945

）、
サ
レ
／
ト
レ
ン
ク
ヴ
ァ
ル
ト
、
ケ
ン
ド
リ

ク
／
タ
タ
ー
サ
ル
な
ど
の
書
冊
で
あ
る
。

　

以
下
に
掲
げ
る
二
十
世
紀
初
頭
二
十
年
の
案ハ

ン
ド
ブ
ッ
ク

内
書
に
共
通
す
る
趣
旨
は
、
自
身
の
研
究
を
一
部
と
し
て
添
え
て
既
知
の
全
情
報
を
更

新
す
る
こ
と
、
新
た
な
蒐
集
品
を
公
刊
す
る
こ
と
、
分
類
を
精
確
に
示
す
こ
と
で
あ
る
。

F. R. M
artin : A

 H
istory of O

riental Carpets before 1800. W
ien 1906-08.

F. Sarre : A
ltorientalische T

eppiche. Leipzig 1908.

R. N
eugebauer und J. O

riendi : H
andbuch der orientalischen T

eppichkunde. Leipzig 1909.

G. Lew
is : T

he Practical Book of O
riental Rugs. London 1911.

W
. A

. H
aw

ley : O
riental Rugs, A

ntique and M
odern. N

ew
 Y

ork 1913.

J. K
. M

um
ford : O

riental Rugs. London 1916.
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W

. Grote-H
asenbalg : D

er O
rientteppich, seine Geschichte und seine K

ultur. Berlin 1921-22.  

A
. U

. Pope : V
alues in O

riental Rugs, A
rts and D

ecoration. N
ew

 Y
ork 1922.

A
. F. K

endrick and C. E. T
attersall : H

andw
oven Carpets, A

ntique and M
odern. London 1922.

H
einrich Jacoby : Eine Sam

m
lung orientalischer T

eppiche. Berlin 1922.

　

何
十
年
か
後
こ
れ
ま
で
は
実
際
た
だ
序つ

い
で
に
扱
わ
れ
て
き
た
だ
け
の
ト
ル
コ
絨
毯
が
エ
ル
ト
マ
ン
（K

urt Erdm
ann, 1901-1964

）
の
格

別
な
価
値
評
定
を
受
け
る
。
ハ
ム
ブ
ル
ク
大
学
の
芸
術
史
・
オ
リ
エ
ン
ト
学
教
授
エ
ル
ト
マ
ン
は
一
時
期
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
博
物
館
に

も
勤
め
て
い
た
。
オ
リ
エ
ン
ト
絨
毯
に
つ
い
て
数
多
く
を
発
表
、
い
ず
れ
も
簡
潔
性
と
的
確
性
と
に
よ
り
、
ま
た
哲
学
・
歴
史
・
芸
術

理
論
に
も
と
づ
く
見
識
に
よ
っ
て
際
立
つ
学
者
で
あ
り
、
厖
大
な
資
料
つ
ま
り
部
分
的
に
は
誤
謬
も
あ
る
無
数
の
刊
行
物
を
掌
握
し
て

比
較
で
き
る
能
力
の
あ
る
人
で
あ
る
。
あ
れ
こ
れ
考
古
学
の
出
土
品
も
エ
ル
ト
マ
ン
に
は
役
立
っ
て
い
る
。
ア
ル
タ
イ
山
脈
の
氷
墓
中

で
は
い
わ
ゆ
る
パ
ツ
ィ
リ
ク
絨
毯
［
前
出
］
が
陽
の
目
を
見
る
し
、
タ
リ
ム
盆
地
の
探
検
は
紀
元
三-

五
世
紀
の
添
毛
手
結
び
絨
毯
断

片
を
明
る
み
に
出
す
が
、
無
論
こ
れ
ら
に
は
装
飾
文
様
の
意
義
に
つ
い
て
も
年
代
に
つ
い
て
も
疑
問
が
残
る
。
最
後
エ
ジ
プ
ト
の
フ
ォ

ス
タ
ト
（Fostat

）
墳
墓
で
は
オ
リ
エ
ン
ト
絨
毯
の
十
三
／
四
世
紀
お
よ
び
十
五
世
紀
エ
ジ
プ
ト
輸
入
品
の
残
品
が
認
め
ら
れ
る
。
こ

れ
ら
絨
毯
史
を
担
う
支
柱
群
を
エ
ル
ト
マ
ン
は
、
ト
ル
コ
の
生
産
中
心
地
は
ア
ク
サ
ラ
イ
（A

ksaray

）
や
カ
イ
セ
リ
（K

ayseri

）
や

コ
ン
ヤ
（K
onya

）
な
ど
と
詳
し
く
決
定
で
き
る
史
料
研
究
に
よ
っ
て
裏
付
け
た
。
こ
う
し
て
エ
ル
ト
マ
ン
は
全
く
新
た
な
観
点
に
達

し
た
が
、
こ
の
視
角
は
、
今
ま
で
は
等な

お

閑ざ
り

に
さ
れ
て
き
た
、
恐
ら
く
は
西
ト
ル
キ
ス
タ
ン
に
発
す
る
ト
ル
コ
絨
毯
に
王
冠
を
授
け
て
、

こ
れ
が
ペ
ル
シ
ア
絨
毯
以
前
の
一
層
原
初
的
な
発
明
で
あ
る
と
す
る
。

　

お
の
れ
の
体
系
的
作
業
を
エ
ル
ト
マ
ン
は
模
様
分
析
（M

usteranalyse

）
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
こ
こ
に
ゼ
ド
ル
マ
イ
ア
（H

ans 
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ayr, 1896-1984

）
の
行
う
構
造
分
析
（Strukturanalyse

）
の
影
響
が
な
い
は
ず
は
あ
る
ま
い
。
模
様
分
析
と
理
解
し
て
よ
い
の
は
、

西
方
の
創
意
と
東
方
の
創
意
と
の
密
接
な
関
連
を
示
す
要
素
的
部
分
へ
と
迫
る
作
業
で
あ
る
。
同
時
に
模
様-

表
面
関
係
に
つ
い
て
の

見
方
が
、
オ
リ
エ
ン
ト
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
で
は
真
向
か
ら
対
立
す
る
こ
と
を
認
識
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ま
ず
与
え
ら
れ
る
の
は
オ

リ
エ
ン
ト
で
は
［
表
］
面
で
な
く
模
様
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
［
表
］
面
の
区
分
や
充
塡
は
大
事
で
な
い
。
む
し
ろ
［
表
］
面
は
た
だ

模
様
の
実
質
的
な
担
い
手
と
し
て
役
立
つ
だ
け
で
あ
り
、
無
限
に
存
在
す
る
こ
と
で
模
様
は
部
分
的
に
し
か
地
に
は
縛
ら
れ
な
い
し
、

そ
れ
ゆ
え
模
様
は
超
越
的
性
格
を
具
え
て
い
る
。
オ
リ
エ
ン
ト
に
お
け
る
模
様
の
、
こ
の
顕
著
な
意
義
を
見
抜
い
た
こ
と
は
エ
ル
ト
マ

ン
の
功
績
で
あ
る
。

　

一
九
五
〇
年
の
ハ
ム
ブ
ル
ク
展
覧
会
図カ

タ
ロ
グ録
で
エ
ル
ト
マ
ン
は
初
め
て
、も
は
や
分
析
的
と
い
う
よ
り
は
記
述
的
な
新
た
な
道
を
取
る
。

興
味
深
い
の
は
、
技
術
的
な
詳
細
を
完
全
に
拒
絶
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
一
八
九
三
年
公
刊
の
『
美
術
様
式
論
（Stilfragen

）』
で

打
出
さ
れ
た
「
断
続
的
蔓
草
（interm
ittierende Ranke

）」「
連
続
的
蔓
草
（fortlaufende Ranke

）」
な
ど
リ
ー
グ
ル
の
概
念
を
使
用
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
エ
ル
ト
マ
ン
は
、
古
代
エ
ジ
プ
ト
人
お
よ
び
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
人
に
共
通
の
土
台
か
ら
出
て
、
東オ

リ
エ
ン
ト洋
と

西オ
ク
シ
デ
ン
ト
洋
で
関
連
し
合
う
模
様
の
成
立
と
い
う
、
リ
ー
グ
ル
の
思
想
を
ま
た
も
引
継
ぐ
の
で
あ
る
。

K
. Erdm

ann : A
usstellungskatalog „O

rientteppiche aus vier Jahrhunderten

“. H
am

burg 1950.

K
. Erdm

ann : D
er türkische T

eppich. Istanbul 1957 （
新
版London 1977

）.

K
. Erdm

ann : D
er orientalische K

nüpfteppich, V
ersuch einer D

arstellung seiner Geschichte. T
übingen 1955.

　

二
十
世
紀
初
頭
、
ま
ず
は
偶
発
的
に
と
は
い
え
、
絨
毯
を
生
産
す
る
地
方
の
部
分
地
域
を
語
る
最
初
の
専
攻
論
文
群
が
現
れ
る
。
そ

の
際
さ
し
あ
た
り
別
々
に
評
価
さ
れ
る
の
は
ト
ル
ク
メ
ン
、
シ
ナ
、
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
な
ど
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
周
辺
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領
域
で
あ
っ
て
、
主
要
地
の
ペ
ル
シ
ア
お
よ
び
ト
ル
コ
は
少
い
。

　
　

ト
ル
ク
メ
ン
絨
毯

　

カ
ス
ピ
海
東
岸
地
帯
の
添
毛
手
結
び
絨
毯
を
最
初
に
詳
し
く
捉
え
た
観
察
は
ボ
ゴ
リ
ュ
ボ
フ
（A

. A
. Bogolubov　

生
歿
年
不
明
）
に

よ
る
が
、
一
九
〇
一
年
ま
で
ロ
シ
ア
軍
司
令
官
と
し
て
中
央
ア
ジ
ア
の
民
族
学
的
調
査
を
行
い
、
絨
毯
を
蒐
め
た
人
で
あ
り
、
そ
の
つ

ど
の
ト
ル
ク
メ
ン
遊
牧
種
族
の
も
の
と
し
て
よ
い
標
準
模
様
を
識
別
し
た
。
そ
の
後
よ
う
や
く
一
九
四
〇
年
に
タ
シ
ケ
ン
ト
人
の
民
族

学
者
モ
シ
ュ
コ
ヴ
ァ
（W

. G. M
oshkova　

生
歿
年
不
明
）
が
、
ト
ル
ク
メ
ン
絨
毯
の
中
心
的
画
因
（Göls　
ゲ
ル
ス
）
の
正
体
は
大
幅
に

様
式
化
せ
る
遊
牧
種
族
の
紋
章
で
あ
る
こ
と
の
明
示
に
成
功
す
る
。
ア
ザ
デ
ィ
（Siaw

osch A
zadi　

生
歿
年
不
明
）
が
著
書
で
顧
慮
す

る
の
は
神
話
で
あ
り
、
ト
ル
ク
メ
ン
人
種
族
の
社
会
構
造
お
よ
び
領
土
範
囲
で
あ
る
。
数
多
い
刊
行
書
が
物
語
る
よ
う
に
、
ま
さ
し
く

ト
ル
ク
メ
ン
絨
毯
は
発
見
の
最
初
期
に
、
こ
と
に
極
め
て
長
く
未
開
拓
で
あ
っ
た
当
地
の
旅
行
報
告
詳
細
の
利
用
に
関
し
て
、
強
い
注

目
を
浴
び
た
。
特
徴
的
な
こ
と
だ
が
、
こ
う
し
た
新
た
な
出
版
物
で
実
質
的
に
協
力
し
て
い
る
の
は
自
然
科
学
者
で
あ
り
、
わ
け
て
も

技
術
面
に
つ
い
て
新
天
地
を
分
析
的
に
研
究
し
て
は
、
ま
す
ま
す
厳
し
く
委
曲
を
尽
し
て
い
る
。
西
ト
ル
ク
メ
ン
絨
毯
の
部
類
を
扱
っ

た
ガ
ウ
ベ
（H

einz Gaube, 1940-　
　

）
の
功
績
を
減
じ
る
文
献
は
出
て
い
な
い
し
、
こ
こ
に
は
一
九
六
八
年
ま
で
に
現
れ
た
当
領
域

専
攻
論
文
群
を
教
え
る
優
れ
た
大
観
が
あ
る
。

A
. A

. Bogolubov : T
apis de l’A

sie Central. Petersburg 1908.
（
後
日
ド
イ
ツ
語
、
英
語
、
ペ
ル
シ
ア
語
に
翻
訳
）

W
. G. M

oshkova : Göls auf turkm
enischen T

eppichen. in : Archiv für Völkerkunde 111., S. 24-43, 1948.

（
ロ
シ
ア
語
版

発
表
は
一
九
四
六
年
）
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S. A

zadi und Rüdiger V
ossen : T

ukm
enische T

eppiche und die ethnologische Bedeutung ihrer O
rnam

ente. 

H
am

burg 1970.

H
. Gaube : D

ie T
eppiche der w

estturkm
enischen Gruppe. in : M

itteilungen der Societas U
ralo-Altaica H

eft 1, 

W
estturkestan. H

am
burg 1968.

　
　

中
国
絨
毯

　

中
国
絨
毯
は
範
疇
と
し
て
別
様
に
定
義
さ
れ
て
き
た
。
目
的
欲
求
か
ら
思
付
か
れ
た
品
で
な
く
、
内
容
豊
か
な
象
徴
的
意
味
の
実
体

的
な
担
い
手
と
し
て
、
中
国
で
絨
毯
は
む
し
ろ
副
次
的
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ハ
ク
マ
ッ
ク
（A

dolf H
ackm

ack　

生
歿

年
不
明
）は
ま
た
も
や
小
冊
子
で
然
る
べ
き
装
飾
文
様
を
納
得
で
き
る
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。装
飾
文
様
を
利
用
し
て
リ
ー
チ（Gordon 

B. Leitch　

生
歿
年
不
明
）
は
同
時
に
年
代
お
よ
び
産
地
の
見
取
図
内
へ
と
中
国
絨
毯
を
整
理
し
て
い
る
。
ロ
ー
レ
ン
ツ
（H

ans A
chim

 

Lorentz　

生
歿
年
不
明
）
の
書
が
初
め
て
比
較
的
多
数
の
図
版
を
優
れ
た
複
製
技
術
で
見
せ
て
い
る
。
こ
の
書
で
は
同
じ
主
題
圏
に
入
る

諸
他
作
品
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

A
. H

ackm
ack : D

er chinesische T
eppich. H

am
burg 1921.

G. B. Leitch : Chinese Rugs. N
ew

 Y
ork 1928.

H
. A

. Lorentz : A
 V

iew
 of  Chinese Rugs from

 the seventeenth to the tw
entieth century. London 1972

（
独
訳
版

1975

）.
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東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
絨
毯

　　

こ
の
絨
毯
群
の
重
要
な
地
位
を
ま
ざ
ま
ざ
と
教
え
る
の
は
二
つ
の
契
機
で
あ
る
。
一
つ
は
、
文
化
的
刺
戟
を
中
国
か
ら
も
西
方
か
ら

も
イ
ン
ド
か
ら
も
受
け
た
地
域
に
当
の
絨
毯
が
出
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
一
つ
は
、
出
土
せ
る
織
布
断
片
か
ら
見
る
と
タ
リ
ム
盆
地
が

添
毛
手
結
び
絨
毯
の
出
生
地
に
当
る
こ
と
で
あ
る
。
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
人
の
隔
離
孤
立
の
ゆ
え
に
伝
統
的
な
絨
毯
制
作
は
邪
魔
さ
れ
ず

に
保
た
れ
る
ま
ま
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
諸
々
の
事
柄
の
重
な
り
合
っ
た
成
果
を
ビ
ダ
ー
（H

ans Bidder, 1897-1963

）
が
東
ト
ル
キ
ス

タ
ン
絨
毯
論
考
で
総
括
し
て
い
る
。
こ
の
書
の
核
心
は
ホ
ー
タ
ン
の
絨
毯
制
作
を
謎
と
し
て
、
こ
の
絨
毯
の
源
は
オ
リ
エ
ン
ト
に
あ
り

中
国
に
あ
り
西
洋
に
あ
り
と
解と

き

明あ
か

す
こ
と
に
あ
っ
て
、
絨
毯
学
全
体
に
と
っ
て
の
利
得
は
絶
大
で
あ
る
。
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
絨
毯
の
問

題
点
に
は
最
近
年
ケ
ー
ニ
ヒ
（H

ans K
önig　

生
歿
年
不
明
）
が
取
組
み
、
問
題
の
一
部
に
は
下
記
の
論
文
に
言
及
が
あ
る
。

H
. Bidder : T

eppiche aus O
stturkestan. T

übingen 1964.

H
. K

önig : Beziehungen zw
ischen den T

eppichen O
stturkestans und M

oghulindiens. in : Festschrift für Peter　

W
ilhelm

 M
eister zum

 65. Geburtstag. H
am

burg 1975.

　

図
版
報
告
と
し
て
最
近
年
の
邦
書
が
あ
る
─
訳
者

杉
山
德
太
郎
『
ホ
ー
タ
ン
手
織
絨
毯
選
集
（K

hotan Carpets
）
二
〇
〇
八
年
（
平
成
二
十
年
）』
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イ
ン
ド
絨
毯

　

直
接
イ
ン
ド
絨
毯
な
る
主
題
を
取
上
げ
て
い
る
の
は
二
論
考
し
か
な
い
。
一
つ
は
前
［
十
九
］
世
紀
に
出
た
も
の
、
一
つ
は
エ
ル

ト
マ
ン
が
一
九
五
九
年
の
イ
ン
ド
学
大
会
で
報
告
を
行
い
、
こ
れ
が
別
冊
と
し
て
出
た
も
の
で
あ
る
。
前
者
ロ
ビ
ン
ソ
ン
（V

incent 

Joseph Robinson　

生
歿
年
不
明
）
に
よ
れ
ば
イ
ン
ド
絨
毯
を
遡
れ
る
可
能
性
は
［
ム
ガ
ー
ル
帝
国
（
一
五
二
六-

一
八
五
八
）］
ア
ク
バ
ル
大

帝
（
一
五
五
六-

一
六
〇
五
）
の
統
治
時
代
に
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ム
教
徒
紀
元
一
〇
〇
〇
年
時
の
征
服
以
前
に
早
く
も
ペ
ル

シ
ア
絨
毯
の
輸
入
が
あ
っ
た
か
否
か
の
確
証
は
ま
だ
無
い
。
ま
た
模
様
が
ペ
ル
シ
ア
装
飾
法
の
も
の
か
ム
ガ
ー
ル
イ
ン
ド
装
飾
法
の
も

の
か
の
区
別
に
も
、
イ
ン
ド
人
の
労
働
お
よ
び
生
産
の
普
通
な
ら
ぬ
条
件
を
顧
慮
し
た
個
別
的
処
理
が
必
要
で
あ
る
。
イ
ン
ド
工
房
製

絨
毯
は
永
い
こ
と
ペ
ル
シ
ア
工
房
製
の
も
の
と
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
絨
毯
部
類
の
個
別
的
処
理
を
開
始
し
て
い
る
の
が
近
年
あ
れ
こ
れ

の
論
考
（M

ay Beattie, Charles Grant Ellis
）
で
あ
る
。

V
. J. Robinson : Indische T

eppiche. in : K
atalog zur T

eppichausstellung in W
ien. W

ien 1892-96.

K
. Erdm

ann : D
er indische K

nüpfteppich. Sonderdruck aus der Indologentagung 1959. H
rsg. E. W

aldschm
idt, 

Göttingen 1959.

　
　

コ
ー
カ
サ
ス
絨
毯

　

コ
ー
カ
サ
ス
［
カ
フ
カ
ズ
］
に
出
る
絨
毯
を
扱
う
こ
と
で
研
究
に
は
二
つ
の
新
た
な
次
元
が
現
れ
る
。
ま
ず
は
技
術
面
が
、
さ
し
あ

た
り
「
コ
ー
カ
サ
ス
人
」
を
規
定
す
る
た
め
の
、従
来
よ
り
確
実
な
手
引
と
な
る
。
コ
ー
カ
サ
ス
絨
毯
に
つ
い
て
の
特
殊
研
究
で
シ
ュ
ー
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ル
マ
ン
（U

lrich Schürm
ann　

生
歿
年
不
明
）
は
「
理
想
的
専
門
家
な
ら
ば
布
五
㎝
四
方
で
当
の
絨
毯
の
出
所
を
異
論
の
余
地
な
く
確

言
で
き
る
は
ず
」
と
研
究
の
前
提
を
一
般
化
す
る
。
制
作
の
諸
特
徴
は
（
こ
こ
で
は
専
ら
材
料
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
）
構
造
分
析
の
概
念
で

語
ら
れ
る
が
、
こ
う
し
た
特
徴
こ
そ
が
全
絨
毯
目
録
作
成
の
た
め
の
実
質
的
項
目
で
あ
る
。
以
前
の
コ
ー
カ
サ
ス
絨
毯
研
究
、
例
え
ば

ホ
ー
フ
リ
ヒ
タ
ー
の
書
（Zdenko H

ofrichter, A
rm

enische T
eppiche. W

ien 1937

）
と
か
ボ
ー
デ
／
キ
ュ
ー
ネ
ル
あ
る
い
は
マ
ー
テ
ィ

ン
の
当
該
章
節
で
は
、
場
所
表
示
が
ま
だ
詳
し
く
行
わ
れ
ず
、「
ア
ル
メ
ニ
ア
人
」
な
る
総
称
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

技
術
的
細
部
の
合
致
を
根
拠
と
す
る
こ
と
で
シ
ュ
ー
ル
マ
ン
が
初
め
て
、
場
所
の
一
義
的
な
確
定
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

　

U
. Schürm

ann : K
aukasische T

eppiche. Braunschw
eig

（1961.  

発
行
年
記
載
な
し
）

　
　

ト
ル
コ
絨
毯

　　

混
成
体
の
オ
リ
エ
ン
ト
絨
毯
で
つ
ね
に
最
も
本
質
的
な
成
分
と
し
て
重
ん
じ
ら
れ
た
の
は
や
は
り
ペ
ル
シ
ア
絨
毯
だ
が
、
ボ
ー
デ

と
の
共
著
者
キ
ュ
ー
ネ
ル
［
前
出
］
に
よ
り
、
同
じ
混
成
体
の
別
種
の
変
容
と
し
て
ト
ル
コ
絨
毯
は
く
っ
き
り
と
結
晶
す
る
。
学
術
誌

（Burlington M
agazine, The Art Bulletin, Apollo, Belvedere　

等
々
）
一
九
二
〇
年
代
の
諸
論
文
に
代
っ
て
一
九
五
〇
年
代
に
、
外

な
ら
ぬ
ト
ル
コ
で
幾
つ
か
の
ト
ル
コ
絨
毯
本
が
刊
行
さ
れ
る
が
、
頂
点
を
成
す
の
は
エ
ル
ト
マ
ン
の
『
十
五
世
紀
ト
ル
コ
絨
毯
』
で
あ

る
。
こ
こ
で
ト
ル
コ
絨
毯
は
発
生
論
的
に
ペ
ル
シ
ア
絨
毯
よ
り
古
い
と
証
明
さ
れ
る
。
結
果
と
し
て
、
将
来
は
ペ
ル
シ
ア
宮
廷
工
房
製

絨
毯
も
ま
た
ト
ル
コ
民
族
生
産
品
の
派
生
態
と
す
る
見
方
の
も
と
で
判
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
絨
毯
の
手
本
な
る
機

能
を
引
受
け
る
可
能
性
は
遊
牧
民
の
絨
毯
に
あ
る
。

　

 K
. Erdm

ann : D
er türkische T

eppich des 15. Jahrhunderts. Istanbul
（1954.  

発
行
年
記
載
な
し
）
こ
れ
に
は
後
日
の
版
が
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あ
る
─
─N

achdruck, London 1977.
　
　

カ
イ
ロ
絨
毯

　

産
地
研
究
に
も
と
づ
い
て
エ
ル
ト
マ
ン
は
、
こ
れ
ま
で
「
小
ア
ジ
ア
産
マ
ム
ル
ー
ク
朝-

オ
ス
マ
ン
ト
ル
コ
絨
毯
」
と
さ
れ
て
き
た

品
々
を
カ
イ
ロ
産
と
見
定
め
る
こ
と
に
成
功
す
る
。
そ
の
さ
い
依
拠
し
た
の
は
ヴ
ァ
レ
ン
テ
ィ
ナ
ー
（W

ilhelm
 Reinhold V

alentiner, 

1880-1958

）
で
あ
り
、
わ
け
て
も
、
エ
ジ
プ
ト-

マ
ム
ル
ー
ク
期
工
芸
と
絨
毯
模
様
と
の
親
縁
性
を
見
抜
い
た
サ
レ
［
前
出
］
の
論
考

で
あ
る
。

F. Sarre : D
ie ägyptische H

erkunft der sogenannten D
am

askus-T
eppiche. in : Zeitschrift für bildende K

unst ⅩⅩⅫ
. S. 

75-82. 1921.

F. Sarre : D
ie ägyptischen T

eppiche. in : Jahrbuch der asiatischen K
unst 1. S. 19-23. 1924.

W
. R. V

alentiner : Catalogue of a Loan Exhibition of Early O
riental Rugs, M

etropolitan M
useum

 N
ew

 Y
ork. 

N
ew

 Y
ork 1910.

K
. Erdm

ann : K
airener T

eppiche. in : Ars Islam
ica. M

ichigan 1940. 

　
　

ペ
ル
シ
ア
絨
毯

　　

ペ
ル
シ
ア
絨
毯
は
全
然
そ
う
頻
繁
に
専
攻
研
究
の
出
て
く
る
品
で
な
い
が
、
そ
れ
で
も
こ
れ
が
オ
リ
エ
ン
ト
絨
毯
初
期
研
究
す
べ
て
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の
出
発
点
に
し
て
案
内
書
の
主
要
成
分
で
あ
る
こ
と
は
、
驚
く
に
当
ら
な
い
。
例
え
ば
諸
考
察
の
範
例
と
し
て
用
い
た
ボ
ー
デ
に
よ
っ

て
ペ
ル
シ
ア
絨
毯
は
広
汎
な
取
扱
い
を
受
け
た
し
、高
度
に
発
展
せ
る
「
ペ
ル
シ
ア
人
」
に
向
け
る
当
時
の
熱
狂
を
言
葉
で
表
し
た
ホ
ッ

プ
フ
（C. H

opf　

生
歿
年
不
明
）
で
も
同
様
で
あ
る
。
全
般
的
な
手
ほ
ど
き
と
な
る
の
は
ヴ
ァ
イ
ン
ツ
ェ
ト
ル
（Rudolf W

einzetl-Cetinje

　

生
歿
年
不
明
）
や
タ
タ
ー
サ
ル
（Creassey T

attersall　

生
歿
年
不
明
）
あ
れ
こ
れ
の
論
考
で
あ
る
。
最
後
ポ
ー
プ
（A

rthur U
pham

 

Pope, 1881-1969
）
が
ペ
ル
シ
ア
芸
術
全
体
を
六
巻
本
で
呈
示
、
構
想
雄
大
な
論
文
「
絨
毯
制
作
の
技
術
」
で
最
初
の
専
門
的
ペ
ル
シ

ア
絨
毯
研
究
を
企
て
た
。
こ
の
地
方
の
芸
術
創
造
活
動
全
体
と
の
連
関
内
に
捉
え
て
ペ
ル
シ
ア
添
毛
手
結
び
絨
毯
の
歴
史
的
発
展
を
描

く
企
画
は
成
功
し
、
従
来
の
極
め
て
寄
せ
集
め
式
で
あ
っ
た
大
量
の
製
品
群
か
ら
発
生
論
的
に
意
義
の
深
い
順
序
整
理
に
至
る
。
こ
の

二
百
頁
に
及
ぶ
論
文
の
書
評
が
、
こ
れ
も
ま
た
相
当
な
量
に
達
し
て
い
る
。
こ
の
書
評
で
エ
ル
ト
マ
ン
は
た
だ
ポ
ー
プ
の
成
果
を
ド
イ

ツ
語
に
纏
め
る
だ
け
で
な
く
、
豊
か
な
学
識
を
基
底
と
す
る
補
完
を
も
果
す
。
エ
ル
ト
マ
ン
が
ト
ル
コ
の
添
毛
手
結
び
作
業
を
発
生
論

的
に
先
行
の
も
の
と
明
示
す
る
こ
と
で
、
諸
他
あ
ら
ゆ
る
部
類
の
照
合
基
準
と
し
て
の
ペ
ル
シ
ア
絨
毯
は
当
の
優
越
的
地
位
を
失
う
の

で
あ
る
。
こ
う
し
た
研
究
が
足
場
を
得
た
の
は
、
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
朝
［
前
出
］
の
古
典
的
作
物
が
残
ら
ず
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
博
物
館
に
登
場

し
て
後
の
こ
と
、
ま
た
趣
味
と
開パ

イ
オ
ニ
ア拓
精
神
が
、
資
金
調
達
は
見
込
め
る
し
学
問
的
に
手
付
か
ず
で
も
あ
る
新
天
地
と
見
え
た
、
よ
り
原

初
的
な
絨
毯
を
追
い
始
め
て
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

エ
ド
ワ
ー
ヅ
（A

rthur Cecil Edw
ards　

生
歿
年
不
明
）
は
著
書
『
ペ
ル
シ
ア
絨
毯
』
に
お
い
て
ペ
ル
シ
ア
人
現
在
の
絨
毯
産
業
を
追
跡
、

さ
ま
ざ
ま
な
地
方
を
見
渡
し
て
、
絨
毯
へ
の
洞
察
を
深
め
て
く
れ
る
。
絨
毯
を
制
作
す
る
諸
部
族
、
部
族
そ
れ
ぞ
れ
の
地
理
や
歴
史
の

姿
を
、
こ
れ
ほ
ど
活
々
と
描
い
た
書
は
か
つ
て
見
な
か
っ
た
ほ
ど
で
あ
る
。
ロ
ン
ド
ン
で
は
幾
度
か
版
を
重
ね
て
い
る
の
に
、
こ
の
啓

発
的
な
書
が
ド
イ
ツ
語
に
訳
さ
れ
て
い
な
い
の
は
不
思
議
で
あ
る
。

W
. Bode : V

orderasiatische K
nüpfteppiche aus älterer Zeit. Leipzig 1902.
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C. H

opf : D
ie altpersischen T

eppiche. Eine Studie über ihre Schönheitsw
erte.

（
増
補
い
ち
じ
る
し
い
第
二
版
と
し
て
）

M
ünchen 1913.

R. W
einzetl-Centinje : Ü

ber persische T
eppiche. in : O

rientalisches Archiv Ⅲ
.　

Leipzig 1912/13.

C. T
attersall : T

he Carpets of Persia. London 1931.

A
. U

. Pope : T
he A

rt of Carpet M
aking. in : A

 Survey of Persian A
rt. London/N

ew
 Y

ork 1939.

K
. Erdm

ann : Rezension

─T
he A

rt of Carpet M
aking. in : Ars Islam

ica Ⅷ
, S.121-191. 1941.

A
. C. Edw

ards : T
he Persian Carpet, A

 Survey of the Carpetw
eaving Industry of Persia. London 1953. 

　
　

い
わ
ゆ
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
絨
毯

　

ペ
ル
シ
ア
絨
毯
の
領
野
に
お
け
る
部
分
領
域
を
成
す
の
が
「
い
わ
ゆ
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
絨
毯
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
リ
ー
グ
ル
が
付
け
た

応
急
措
置
の
名
称
で
あ
る
。
問
題
と
な
る
の
は
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
朝
時
代
の
ペ
ル
シ
ア
絨
毯
で
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
宮
廷
用
に
注
文
で
作
ら
れ
た

品
で
あ
る
。
こ
れ
を
主
題
と
す
る
文
章
は
無
数
あ
る
が
、
諸
他
論
考
へ
の
手
掛
り
と
な
る
ゆ
え
一
論
文
だ
け
を
こ
こ
に
挙
げ
る
。
こ
の

シ
ュ
プ
ー
ラ
ー
（Friedrich Spuhler　
生
歿
年
不
明
）
の
学
位
論
文
は
、
わ
け
て
も
十
六
世
紀
十
七
世
紀
の
関
連
あ
る
旅
行
記
文
献
検
討

に
よ
っ
て
、
研
究
の
基
底
構
築
を
果
し
て
い
る
。

F. Spuhler : Seidene Repräsentationsteppiche der m
ittleren bis späteren Safaw

idenzeit. D
ie sogenannten 

Polenteppiche. D
issertation. Berlin 1968.
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＊

　

特
殊
研
究
の
群
を
列
挙
す
れ
ば
解
る
よ
う
に
、
具
体
的
な
文
化
空
間
内
で
演
じ
ら
れ
る
絨
毯
史
は
、
こ
れ
や
諸
他
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的

学
問
の
実
体
に
属
し
て
い
る
。
そ
れ
な
の
に
当
の
こ
の
分
科
で
は
、
順
序
の
諸
原
理
が
各
個
ほ
と
ん
ど
分
離
独
立
せ
ず
、
歴
史
的
経
過

を
順
々
と
目
に
見
せ
て
く
れ
な
い
。
材
料
と
か
、
装
飾
文
様
そ
の
他
の
図
様
の
内
容
や
意
義
と
か
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
オ
リ
エ
ン
ト
絨
毯

受
容
史
と
か
、
ほ
か
の
織
布
媒
体
と
の
比
較
と
か
、
ま
た
一
時
期
だ
け
に
絞
っ
た
諸
調
査
な
ど
、
こ
れ
ら
は
、
従
来
い
ず
れ
も
臆
病
に

お
ず
お
ず
と
顧
慮
さ
れ
て
き
た
に
過
ぎ
ず
、
こ
の
依
然
と
し
て
若
い
学
問
で
為
す
べ
き
将
来
の
作
業
を
指
示
し
て
い
る
。

　

絨
毯
の
技
術
面
は
今
日
な
お
、
こ
と
に
い
わ
ゆ
る
蒐
集
家
用
案
内
書
に
お
い
て
比
較
的
詳
細
に
扱
わ
れ
る
。
こ
の
点
で
特
記
し
て
よ

い
の
は
ド
イ
ツ
語
圏
内
で
は
フ
ー
ベ
ル
（Reinhard G. H

ubel　

生
歿
年
不
明
）
の
教
則
的
好
著
で
あ
ろ
う
。
専
心
的
興
味
を
懐
い
た
人
に

集
約
的
な
洞
察
を
提
供
す
る
の
は
、
き
わ
め
て
早
い
時
期
の
シ
ュ
テ
ッ
ケ
ル
（J. M

. Stöckel　

生
歿
年
不
明
）
の
論
文
で
、
こ
れ
に
は
小

ア
ジ
ア
絨
毯
地
域
に
お
け
る
彩
色
法
、
添
毛
手
結
び
技
術
、
材
料
入
手
法
ま
た
市
場
性
に
つ
い
て
の
詳
細
な
説
明
が
あ
る
。
化
学
的
種

類
や
生
物
学
的
種
類
や
顕
微
鏡
的
種
類
の
研
究
で
あ
れ
、
最
も
現
代
的
な
材
料
研
究
法
に
つ
い
て
は
一
九
七
八
年
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
に
お

け
る
オ
リ
エ
ン
ト
絨
毯
会
議
（K

onferenz für O
rientteppiche

）
の
諸
講
演
が
模
範
的
に
情
報
を
教
え
て
く
れ
た
が
、
こ
れ
ら
の
講
演

は
一
九
八
〇
年
ロ
ン
ド
ン
刊
と
約
束
さ
れ
て
い
る
印
刷
化
を
待
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

R. H
ubel : U

llstein T
eppichbuch. Eine T

eppichkunde für K
äufer und Sam

m
ler. Berlin, Frankfurt/M

., W
ien 1965.

J. M
. Stöckel : M

oderne Sm
yrna-T

eppiche. in : Ö
sterreichische M

onatsschrift für den O
rient. W

ien, Februar 1892.

　

文
芸
を
源
泉
と
し
て
絨
毯
に
描
か
れ
た
姿
の
意
義
に
関
る
図イ

コ
ノ
ロ
ギ
ー

像
記
述
は
、
通
訳
可
能
な
象
徴
的
装
飾
文
様
が
登
場
す
る
限
り
に
お
い
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て
、
萌
芽
的
に
研
究
さ
れ
て
き
た
。
い
わ
ゆ
る
絵
模
様
絨
毯
（Bildteppich

）
は
、
こ
れ
の
写
実
的
絵
姿
が
、
模
像
を
欠
く
イ
ス
ラ
ム

と
特
異
な
関
係
に
入
る
し
、
手
付
か
ず
の
ま
ま
で
あ
る
。

Ernst Cohn-W
iener : O

n the O
rigin of the Persian Carpet. in : Islam

ic C
ulture. O

ctober 1937.

Schuyler V
. R. Cam

m
ann : Sym

bolic M
eanings in O

riental Rugs. in : Textile M
useum

 Journal, V
ol. 111 N

um
ber 3. 

W
ashington, D

ecem
ber 1972.

　

個
々
の
絨
毯
部
類
を
時
期
別
に
分
け
て
吟
味
し
よ
う
と
企
て
た
の
は
、前
出
の
例
え
ば
エ
ル
ト
マ
ン
『
十
五
世
紀
ト
ル
コ
絨
毯
』（K

. 

Erdm
ann : D

er türkische T
eppich im

 15. Jahrhundert

）
で
あ
り
、
シ
ュ
ー
ル
マ
ン
『
十
九
世
紀
二
十
世
紀
の
コ
ー
カ
サ
ス
絨
毯
』（U

. 

Schürm
ann : K

aukasische T
eppiche des 19. und 20. Jahrhunderts

）
で
あ
る
。
こ
う
し
た
吟
味
は
そ
れ
な
り
に
制
作
過
程
の
理
解
を
深

め
さ
せ
、
し
た
が
っ
て
発
展
史
全
体
の
理
解
深
化
へ
と
導
い
た
。
比
較
的
短
い
期
間
内
に
お
け
る
絨
毯
制
作
の
近
隣
地
方
同
士
の
比
較

や
、
宮
廷
と
地
方
と
の
比
較
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
著
作
が
な
い
。

　

幾
つ
か
の
論
考
の
目
標
は
オ
リ
エ
ン
ト
絨
毯
の
受
容
史
に
あ
る
。言
い
か
え
る
と
東
方
諸
国
民
に
と
っ
て
の
絨
毯
の
目
的
は
何
か
と
、

絨
毯
の
非
物
質
的
で
も
あ
る
意
義
を
究
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。
け
れ
ど
も
オ
リ
エ
ン
ト
添
毛
手
結
び
芸
術
に
寄
せ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の

関
心
を
活
々
と
何
百
年
も
保
た
せ
た
も
の
が
何
か
は
ま
だ
探
究
さ
れ
て
い
な
い
し
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
絨
毯
を
写
し
描
い
た
絵
画

の
途
方
も
な
い
総
量
に
も
や
は
り
精
査
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
前
記
レ
ッ
シ
ン
グ
の
列
挙
に
従
っ
て
博
物
館
を
通
る
道

は
す
で
に
確
か
に
シ
ョ
イ
ネ
マ
ン
（Brigitte Scheunem

ann　

生
歿
年
不
明
）
が
企
て
た
も
の
の
、
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
絨
毯
群
の
名

札
貼
布
に
終
っ
て
い
る
。
残
念
な
こ
と
に
、
こ
の
女
性
が
諸
方
か
ら
集
め
た
厖
大
な
写
真
資
料
は
行
方
不
明
で
あ
る
。
エ
ル
ト
マ
ン
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
オ
リ
エ
ン
ト
の
相
関
関
係
を
書
留
め
た
が
、
こ
れ
を
自
身
の
諸
他
の
研
究
ほ
ど
に
は
精
密
化
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
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ミ
ル
ズ
（John M

ills 

生
歿
年
不
明
）
は
ロ
ン
ド
ン
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ギ
ャ
ラ
リ
所
蔵
絵
画
に
見
ら
れ
る
絨
毯
を
精
査
し
て
、
こ
れ
ら
絨

毯
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
記
述
お
よ
び
分
類
を
果
し
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
よ
る
オ
リ
エ
ン
ト
絨
毯
受
容
の
問
題
に
、
ス
ペ
イ
ン
絨
毯

の
特
殊
な
一
例
で
は
回
答
が
寄
せ
ら
れ
た
。
ム
ー
ア
人
支
配
が
終
る
一
四
九
二
年
ま
で
イ
ベ
リ
ア
半
島
で
露
わ
で
あ
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

-

オ
リ
エ
ン
ト
相
互
の
関
係
と
い
う
特
例
で
あ
る
。
こ
れ
を
マ
ッ
キ
イ
（Louise M

ackie 

生
歿
年
不
明
）
が
十
五
世
紀
ス
ペ
イ
ン
絨
毯
に

つ
い
て
の
講
演
で
立
証
し
た
の
で
あ
る
─
─
前
記
一
九
七
八
年
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
の
オ
リ
エ
ン
ト
絨
毯
会
議
の
席
上
で
あ
っ
た
。

B. Scheunem
ann : A

natolische T
eppiche auf abendländischen Gem

älden. D
issertation. Berlin 1953.

K
. Erdm

ann : Europa und der O
rientteppich. M

ainz 1962.

J. M
ills : Carpets in Pictures. T

hem
es and Painters in the N

ational Gallery. Series 2, N
um

ber 1. London 1975.

　

隣
接
芸
術
部
門
と
の
比
較
調
査
と
い
う
仲
介
的
研
究
の
試
み
は
、
す
で
に
例
え
ば
前
述
の
マ
ー
テ
ィ
ン
や
ポ
ー
プ
の
書
で
企
て
ら
れ

て
い
る
。
困
難
が
多
く
て
立
往
生
と
な
る
の
は
、
織
布
の
領
野
内
で
作
業
過
程
は
別
々
な
の
に
図
像
形
成
に
生
じ
る
相
似
性
を
探
ろ
う

と
す
る
努
力
で
あ
る
。
こ
う
し
た
努
力
の
挫
折
が
見
ら
れ
る
の
は
、
例
え
ば
コ
ー
カ
サ
ス
人
・
ト
ル
ク
メ
ン
人
・
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
人

の
刺
繡
に
つ
い
て
の
特
殊
研
究
で
あ
り
、
キ
リ
ム
［
綴
織
絨
毯
］
に
つ
い
て
の
、
あ
る
い
は
捺
染
素
材
や
織
成
素
材
に
つ
い
て
の
専
攻

研
究
に
お
い
て
で
あ
り
、
挫
折
す
る
の
は
、
各
自
の
権
限
さ
え
認
め
ら
れ
る
や
後
は
当
の
分
野
を
門
外
漢
に
委
ね
て
し
ま
う
、
芸
術
史

家
や
オ
リ
エ
ン
ト
学
者
や
民
族
学
者
に
相
互
の
協
力
が
欠
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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参
考
文
献
表

　

エ
ル
ト
マ
ン
が
一
九
二
八
年
編
集
の
参
考
文
献
は
、
論
文
表
題
を
も
含
め
て
、
す
で
に
一
〇
〇
〇
題
目
を
掲
げ
て
い
た
。
そ
れ
だ
け

に
一
層
感
謝
し
て
よ
い
の
は
前
出
ア
ザ
デ
ィ
の
引
受
け
た
課
題
、
歳
月
を
経
て
多
分
三
倍
の
数
に
は
な
る
著
作
群
を
分
類
し
整
理
す
る

と
い
う
課
題
で
あ
る
。
書
籍
だ
け
を
挙
げ
た
部
分
は
既
刊
と
な
っ
た
が
、論
文
の
一
覧
表
が
続
く
は
ず
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
ア
ル
フ
ァ

ベ
ト
順
の
題
目
整
理
は
実
用
的
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
著
作
全
部
の
掲
載
は
無
批
判
的
で
あ
っ
て
、
結
果
と
し
て
、
や
は
り
手
に
取
り
易

い
の
は
エ
ル
ト
マ
ン
一
九
六
〇
年
刊
行
書
附
載
の
文
献
表
と
な
る
。
一
九
二
八
年
に
至
る
ま
で
の
古
文
献
は
す
べ
て
完
全
に
サ
レ
／
ト

レ
ン
ク
ヴ
ァ
ル
ト
の
書
内
に
見
出
さ
れ
る
。

K
. Erdm

ann : Bibliographie der O
rientteppiche. in : F. Sarre / H

. T
renkw

ald : A
ltorientalische T

eppiche, Band Ⅱ
, 

S. 37. Leipzig 1928.

S. A
zadi und M

.-E. Enay : Einhundert Jahre O
rientteppichliteratur 1877-1977. H

annover 1977.

K
. Erdm

ann : D
er orientalische K

nüpfteppich. T
übingen 1960.

　
　

リ
ー
グ
ル
の
オ
リ
エ
ン
ト
絨
毯
諸
考

　

一
九
三
五
年
の
人
名
録
に
芸
術
史
家
テ
ィ
ー
ツ
ェ
が
リ
ー
グ
ル
の
履
歴
を
掲
げ
た
と
き
（H

ans T
ietze, 1880-1954. in : N

eue 

Ö
sterreichische Biographie. 

邦
訳
書
『
ヴ
ァ
フ
ィ
オ
の
杯
』
所
収
）、
ウ
ィ
ー
ン
の
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
美
術
工
芸
博
物
館
」
に
お
け
る
リ
ー

グ
ル
の
最
も
重
要
な
研
究
成
果
と
し
て
挙
げ
た
の
は
二
つ
、『
オ
リ
エ
ン
ト
古
絨
毯
（A

ltorientalische T
eppiche

）』
お
よ
び
二
年
後
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一
八
九
三
年
公
刊
の
『
美
術
様
式
論
（Stilfragen

）』
で
あ
っ
た
。
両
書
を
テ
ィ
ー
ツ
ェ
は
相
補
う
作
と
見
做
し
て
、
前
書
で
は
オ
リ
エ

ン
ト
の
が
わ
か
ら
出
て
地
中
海
芸
術
と
の
普
遍
史
的
連
関
が
解
明
さ
れ
る
し
、
後
書
『
様
式
を
問
う
［
原
義
］』
で
は
装
飾
文
様
の
基

本
的
意モ

テ
ィ
ー
フ
匠
か
ら
出
て
リ
ー
グ
ル
は
当
の
連
関
の
再
検
証
を
行
う
、
と
捉
え
て
い
る
。

　
『
オ
リ
エ
ン
ト
古
絨
毯
』
刊
行
の
一
八
九
一
年
、
レ
ッ
シ
ン
グ
お
よ
び
カ
ラ
バ
チ
ェ
ク
両
人
の
著
書
は
既
刊
で
あ
っ
た
。
ベ
ル
リ
ン

で
研
究
の
ボ
ー
デ
が
最
初
の
成
果
を
公
刊
し
た
の
は
一
八
九
二
年
で
あ
る
。
自
身
の
出
版
物
と
し
て
も
絨
毯
学
の
出
版
物
と
し
て
も

リ
ー
グ
ル
の
『
オ
リ
エ
ン
ト
古
絨
毯
』
は
創
業
の
書
と
見
做
す
こ
と
が
で
き
る
。
リ
ー
グ
ル
が
後
日
あ
れ
こ
れ
の
研
究
で
詳
し
く
繰
拡

げ
る
思
考
過
程
の
数
々
は
前
成（Präform

ation

）の
姿
で
本
書
に
見
出
さ
れ
る
。
や
が
て『
郷
民
芸
術
・
家
内
仕
事
・
家
内
工
業（V

olkskunst, 

H
ausflei㌼ und H

ausindustrie. 1894
）』、
上
記
『
美
術
様
式
論
』
や
『
後
期
ロ
ー
マ
工
芸
（Spätröm

ische K
unstindustrie. 1901

）』
の
著
書

そ
れ
ぞ
れ
へ
と
解
き
放
た
れ
る
は
ず
の
連
関
が
オ
リ
エ
ン
ト
織
布
の
複
合
体
を
成
し
て
お
り
、
こ
の
複
合
体
（K

om
plex

）
を
リ
ー
グ

ル
は
お
の
れ
の
諸
研
究
の
出
発
点
に
置
い
た
の
で
あ
っ
た
。
自
著
の
問
題
提
起
を
リ
ー
グ
ル
自
身
は
以
下
の
ご
と
く
述
べ
て
い
る
─
─

　
「『
オ
リ
エ
ン
ト
古
絨
毯
』
の
執
筆
に
あ
た
り
何
よ
り
も
大
事
と
し
た
の
は
、
オ
リ
エ
ン
ト
絨
毯
装
飾
法
の
本
質
お
よ
び
起
源
に
つ
い

て
の
、
支
配
的
な
根
本
的
直
観
［
見
方
］
を
正
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
比
較
的
古
い
オ
リ
エ
ン
ト
絨
毯
の
年
代
を
規
定
で
き
る
基
盤
と
し

て
よ
い
系
譜
、
す
な
わ
ち
当
の
装
飾
法
の
精
確
な
年
代
順
発
展
系
譜
を
立
て
る
こ
と
は
、
右
の
書
の
執
筆
当
時
に
は
完
全
に
時
期
尚
早

と
思
わ
れ
た
。
尚
早
な
の
に
系
譜
作
り
の
下
準
備
も
ほ
と
ん
ど
な
い
と
こ
ろ
で
類
似
の
代
物
が
差
出
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
さ
き
の
本

質
や
起
源
に
沿
う
て
語
ら
れ
た
こ
と
も
大
方
は
誤
れ
る
前
提
か
ら
出
た
も
の
と
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
論
拠
の
な
い
帰
結
と
な
っ
て

し
ま
っ
た
」（aus : Ä

ltere orientalische T
eppiche aus dem

 Besitz des allerhöchsten K
aiserhauses. ［1892

］ S. 278

）。こ
う
し
た
誤
れ
る
前 

提
を
リ
ー
グ
ル
は
、
ゼ
ム
パ
ー
が
唱
導
し
た
類
の
、
作
品
の
成
立
に
技
術
・
材
料
を
過
重
視
す
る
理
論
内
に
見
て
い
る
。

　

オ
リ
エ
ン
ト
絨
毯
に
寄
せ
た
リ
ー
グ
ル
の
考
察
は
他
に
も
な
お
種
々
の
小
文
章
に
現
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
こ
こ
で
手
短
に
再
説
し
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て
み
よ
う
。

　

オ
ー
ス
ト
リ
ア
美
術
工
芸
博
物
館
の
紀
要
で
リ
ー
グ
ル
は
オ
リ
エ
ン
ト
の
絨
毯
制
作
と
西
欧
と
の
関
係
を
点
検
す
る
。
こ
の
論
文
の

土
台
は
一
八
八
九
年
十
月
十
四
日
に
行
わ
れ
た
「
オ
リ
エ
ン
ト
絨
毯
」
に
つ
い
て
の
講
演
で
あ
る
。

　

リ
ー
グ
ル
は
一
方
で
オ
リ
エ
ン
ト
の
絨
毯
結
糸
法
と
ス
ラ
ヴ
諸
地
方
の
絨
毯
結
糸
法
に
お
け
る
類
似
点
を
見
定
め
、
他
方
で
オ
リ
エ

ン
ト
絨
毯
に
向
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
偏
愛
の
理
由
究
明
を
試
み
る
。
答
は
い
つ
で
も
経
済
的
原
理
に
あ
る
。
絨
毯
制
作
が
必
要
と
す
る

の
は
ス
ラ
ヴ
諸
地
方
で
も
見
出
せ
る
類
の
原
始
的
な
経
営
方
式
（Betriebssystem

）
で
あ
り
、
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
地
方
で
絨
毯
制
作

を
模
倣
す
る
に
は
、
こ
の
経
営
事
情
が
存
在
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
オ
リ
エ
ン
ト
か
ら
輸
入
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
ま
こ
と
に
深

い
の
で
あ
る
。

　

ウ
ィ
ー
ン
に
お
け
る
オ
リ
エ
ン
ト
絨
毯
大
展
覧
会
（
一
八
九
一
）
の
年
、
リ
ー
グ
ル
は
一
八
九
八
年
ま
で
勤
務
す
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア

美
術
工
芸
博
物
館
織
布
部
門
の
主
任
（Leiter
）
で
あ
っ
た
。
表
題
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
貿
易
博
物
館
に
お
け
る
オ
リ
エ
ン
ト
絨
毯
展
覧
会
」

な
る
論
文
内
で
リ
ー
グ
ル
が
目
を
注
い
だ
幾
つ
か
の
新
た
な
視
点
は
、
当
博
物
館
の
品
々
に
即
し
て
の
研
究
か
ら
生
じ
て
い
る
。
こ
の

展
覧
会
の
価
値
お
よ
び
効
用
の
横
た
わ
る
と
こ
ろ
は
、
た
だ
当
初
の
、
将
来
の
工
芸
活
動
を
助
け
る
と
い
う
教
育
的
目
的
ば
か
り
で
な

く
、
む
し
ろ
主
と
し
て
は
、
オ
リ
エ
ン
ト
絨
毯
の
歴
史
を
知
る
歴
史
的
認
識
に
あ
る
。

　

会
場
で
は
添
毛
手
結
び
絨
毯
だ
け
で
な
く
キ
リ
ム
［
綴
織
絨
毯
］
や
フ
ェ
ル
ト
絨
毯
の
ご
と
き
別
種
の
技
術
を
も
見
せ
て
い
た
が
、

こ
の
展
示
の
図
録
に
一
八
九
二
年
の
リ
ー
グ
ル
は
共
著
者
と
し
て
登
場
す
る
。
模
写
さ
れ
て
い
る
展
示
品
の
全
部
に
は
リ
ー
グ
ル
の
記

述
が
あ
る
。

　

同
じ
年
、
オ
リ
エ
ン
ト
を
語
る
月
刊
誌
上
に
、
オ
リ
エ
ン
ト
絨
毯
の
故
郷
に
つ
い
て
の
論
考
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
な
か
で
筆
者

リ
ー
グ
ル
は
論
理
的
思
考
の
流
れ
で
中
央
ア
ジ
ア
を
絨
毯
の
出
生
地
と
し
て
示
し
、
そ
の
際
、
ひ
た
す
ら
使
用
目
的
だ
け
を
追
っ
て
、
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ト
ル
コ=

タ
タ
ー
ル
遊
牧
民
を
添
毛
手
結
び
絨
毯
の
創
始
者
と
名
付
け
て
い
る
。
こ
れ
は
遙
か
後
年
の
タ
リ
ム
盆
地
発
掘
に
よ
っ
て
確

証
さ
れ
る
仮
説
で
あ
っ
た
。
こ
の
歴
史
的
付
論
は
リ
ー
グ
ル
に
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
の
諸
民
族
を
排
去
さ
せ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
絵
画

上
の
絨
毯
模
写
で
は
椅
子
類
の
使
用
が
つ
ね
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
今
日
な
お
生
産
の
続
い
て
い
る
諸
地
方
に
ま
で
添
毛

手
結
び
絨
毯
が
普
及
し
て
い
る
事
実
は
、
各
地
方
を
ト
ル
コ
系
民
族
が
征
服
し
て
き
た
歴
史
に
よ
る
こ
と
と
跡
付
け
ら
れ
る
。

　

リ
ー
グ
ル
以
降
で
集
中
的
に
再
度
よ
う
や
く
、
遊
牧
民
絨
毯
を
、
原
始
的
な
郷
民
芸
術
と
し
て
論
じ
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
模
様
の
系

統
史
を
構
成
す
る
具
体
例
と
し
て
挙
げ
始
め
る
の
は
、
今
か
ら
ほ
ぼ
二
十
年
ほ
ど
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

新
規
の
前
記
オ
ー
ス
ト
リ
ア
美
術
工
芸
博
物
館
紀
要
一
八
九
四
年
の
論
文
で
リ
ー
グ
ル
は
さ
ら
に
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
添
毛
手

結
び
絨
毯
成
立
の
問
題
を
取
上
げ
る
。
な
か
で
リ
ー
グ
ル
の
立
場
に
誤
解
の
余
地
は
な
く
、
ペ
ル
シ
ア
に
お
け
る
制
作
を
考
え
よ
と
指

示
す
る
。
一
八
九
一
年
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
旅
行
お
よ
び
後
日
の
レ
ム
ベ
ル
ク
［Lem

berg　

現
在
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
都
市
リ
ヴ
ィ
フLviv

─
─
旧
称

リ
ヴ
ォ
フLvov

］
展
覧
会
訪
問
に
よ
り
リ
ー
グ
ル
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
も
絨
毯
の
制
作
さ
れ
た
こ
と
を
推
測
す
る
。
こ
の
地
で
リ
ー
グ
ル

が
出
合
っ
た
の
は
、
紛
れ
も
な
く
西
洋
的
な
性
格
の
装
飾
文
様
を
具
え
る
品
々
で
あ
っ
た
。［
二
〇
〇
五
年
秋
の
参
観
で
得
た
展
示
品
説
明
紙

（Copyright : M
A

K

─Ö
sterreichisches M

useum
 für angew

andte K
unst, W

ien, 2000

）
に
は„Polen

“-T
eppich

の
誤
釈
を
正
し
て
産
地
・
年

代
はM

ittelpersien

（Isfahan

）, um
 1700.

と
明
記
し
て
あ
る
。
─
─
訳
者
］

　

一
八
九
五
年
出
版
の
書
『
一
二
〇
二
年
製
オ
リ
エ
ン
ト
絨
毯
』
に
お
い
て
確
か
に
リ
ー
グ
ル
は
一
織
手
の
欺
瞞
に
引
掛
っ
て
い
る
。

こ
の
人
物
は
本
当
は
十
九
世
紀
初
頭
作
で
あ
ろ
う
ア
ナ
ト
リ
ア
の
四
円
柱
図
絨
毯
（V

iersäulenteppich

）
に
偽
り
の
年
代
を
結
付
け
て

い
た
。
だ
が
絨
毯
の
発
展
系
譜
が
よ
く
見
え
る
と
い
う
点
で
は
、こ
の
書
も
ま
た
リ
ー
グ
ル
著
作
の
典
型
で
あ
っ
た
こ
と
に
変
り
な
い
。

こ
の
祈
禱
用
絨
毯
の
円
柱
建
築
像
を
リ
ー
グ
ル
は
後
期
ロ
ー
マ-

ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
芸
術
期
に
ま
で
遡
及
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ウ
ィ
ー
ン
に
あ
る
十
三
枚
の
絨
毯
に
つ
い
て
、
さ
き
の
大
展
覧
会
図
録
の
記
述
と
同
じ
頃
の
執
筆
で
あ
る
が
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
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室
蔵
オ
リ
エ
ン
ト
古
絨
毯
」
と
題
す
る
論
文
に
見
ら
れ
る
解
釈
で
、
申
し
分
な
く
リ
ー
グ
ル
は
ウ
ィ
ー
ン
狩
猟
図
絨
毯
（W

iener 

Jagdteppich

）
の
年
代
を
精
確
な
分
析
で
突
止
め
て
一
五
二
八
年
と
し
た
。
こ
れ
は
当
の
伝
説
的
絨
毯
の
年
記
と
し
て
今
日
ま
で
有
力

の
ま
ま
で
あ
る
。「
大
切
［
本
質
的
］
な
の
は
」
と
リ
ー
グ
ル
は
言
う
─
─
「
サ
ラ
セ
ン
芸
術
を
全
体
的
連
関
か
ら
引
抜
い
て
高
め
る
こ

と
で
な
く
、
土
着
的
で
自
立
せ
る
発
展
を
一
歩
一
歩
と
過
去
の
歴
史
的
根
基
に
ま
で
遡
る
こ
と
で
あ
る
」。
検
討
し
た
残
存
の
品
々
を

リ
ー
グ
ル
は
先
行
の
最
も
身
近
な
芸
術
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム-

ロ
ー
マ
の
芸
術
内
に
見
て
い
る
。
中
世-

近
世
オ
リ
エ
ン
ト
の
一
般
芸
術
史

が
前
提
と
な
っ
て
こ
そ
、
初
め
て
オ
リ
エ
ン
ト
絨
毯
の
歴
史
あ
り
、
と
捉
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

装
飾
文
様
組
織
一
枚
の
構
造
連
関
を
見
詰
め
て
記
述
の
道
で
確
め
た
リ
ー
グ
ル
あ
れ
こ
れ
の
根
本
的
洞
察
は
、
恐
ら
く
将
来
に
と
っ

て
の
指
針
と
も
な
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
洞
察
は
絨
毯
に
つ
い
て
の
知
識
を
拡
大
さ
せ
て
、
た
だ
の
直
覚
的-

主
観
的
な
価
値
尊
重
か
ら
最

後
に
は
、
絨
毯
の
諸
要
素
を
精
確
に
摑
み
つ
つ
以
前
よ
り
高
次
の
体
験
形
式
の
成
分
へ
と
整
え
る
、
一
箇
の
価
値
体
系
の
樹
立
に
ま
で

到
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
と
き
絨
毯
に
は
、「
オ
リ
エ
ン
ト
添
毛
手
結
び
芸
術
の
高
価
貴
重
性
（K

ostbarkeit

［en

］）」
と
か
「
本

物
（echt

）
絨
毯
」
と
か
「
オ
リ
エ
ン
ト
添
毛
手
結
び
芸
術
の
純
粋
無
垢
（genuin

）
な
る
創
造
物
」
等
々
の
決
り
文
句
は
後
方
に
退
い
て
、

イ
ス
ラ
ム
芸
術
の
こ
れ
ほ
ど
に
も
重
要
な
一
部
門
に
相
応
し
い
学
問
性
の
程
度
が
具
わ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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