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Riegl’s Altorientalische Teppiche（continued）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　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.  
So, in the former issue（Vol. 123, July 2014）of this periodical, I introduced the 
Vorwort and Einleitung of the book with a chronological survey of Teppich-studies in 
the 1970s.
　Now, with great respect for the content of the book, I continue my same work on 
the chapter I, Der gewirkte Teppich.  As before, in order not to miss any detail I have 
translated the whole of this chapter with a preface of his another book into Japanese 
here.
　The original text is as follows:
Alois Riegl, Der gewirkte Teppich. in: Altorientalische Teppiche.
　　Mäander Kunstverlag 1979（Nachdruck der Ausgabe 1891）S. 8-36.  
Alois Riegl,［Vorwort］in: Volkskunst, Hausfleiß und Hausindustrie.  
　　Mäander Kunstverlag 1978（Nachdruck der Ausgabe 1894）S. 1-6. 



7

リーグル著『オリエント古絨毯』（承前）　─附載「郷民芸術・家内仕事・家内工業」序─
　

本
稿
の
目
的
は
後
段
に
置
く
二
論
考
の
翻
訳
紹
介
に
あ
る
。
本
論
叢
第
百
二
十
三
集
に
「『
オ
リ
エ
ン
ト
古
絨
毯
』（
リ
ー
グ
ル
）
の

位
置
」
を
掲
げ
た
が
、
こ
れ
は
、
美
術
史
家
リ
ー
グ
ル
（A

lois Riegl, 1858-1905

）
の
洞
察
を
重
ん
じ
て
学
業
処
女
作
の
位
置
を
測
る

た
め
、
一
九
七
九
年
の
復
刻
本
に
附
せ
ら
れ
た
絨
毯
研
究
現
況
大
観
（U
lrike Besch

に
よ
る
）
を
主
眼
に
置
い
た
紹
介
文
で
あ
り
、
学

問
的
絨
毯
研
究
の
嚆
矢
と
さ
れ
る
書
の
基
本
的
性
格
は
伝
え
た
い
と
リ
ー
グ
ル
に
よ
る
全
五
章
構
成
本
の
「
ま
え
が
き
」「
序
論
」
を

も
添
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
を
承
け
て
今
回
は
同
書
の
第
一
章
全
文
を
移
し
、
併
せ
て
課
題
へ
の
衝
迫
と
広
い
視
界
と
を
教
え
る

三
年
後
の
一
文
を
も
紹
介
す
る
。

　

ウ
ィ
ー
ン
大
学
を
一
八
八
三
年
卒
業
の
リ
ー
グ
ル
は
今
日
の
「
応
用
芸
術
博
物
館
（M

A
K

）」
に
入
り
、
学
芸
員
と
し
て
織
布
部
門

に
属
し
、
各
種
展
示
の
折
ご
と
多
数
の
記
事
を
連
ね
て
ゆ
く
が
、
一
八
九
一
年
が
処
女
作
『
オ
リ
エ
ン
ト
古
絨
毯
』
の
公
刊
年
で
あ
る
。

　

も
と
よ
り
織
布
の
創
始
点
な
ど
発
見
で
き
ず
、
た
ち
ま
ち
多
岐
急
速
に
進
む
手
技
の
展
開
を
思
え
ば
、
で
き
た
と
こ
ろ
で
発
見
の
意

義
は
乏
し
い
。
し
か
し
原
理
的
に
は
、
糸
が
成
れ
ば
縦
に
何
本
か
張
り
、
絡
め
て
横
に
も
糸
を
走
ら
せ
、
縦
横
に
幅
の
あ
る
布
を
創
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
「
平
織
」
発
展
の
代
表
と
し
て
西
洋
の
憧
れ
た
品
が
オ
リ
エ
ン
ト
の
「
キ
リ
ム
」
で
あ
り
、
後
年
の
西
洋
で
名

高
い
の
が「
ゴ
ブ
ラ
ン
織
」で
あ
る
。
こ
う
し
て
洋
の
東
西
に
相
似
た
品
が
立
並
ぶ
と
、ど
う
し
て
も
相
互
の
影
響
関
係
が
気
に
な
る
が
、

こ
の
問
題
を
直
視
し
た
リ
ー
グ
ル
は
、
原
理
の
同
じ
織
布
が
東
西
に
関
り
な
く
存
在
し
て
い
た
の
に
一
方
で
は
大
部
分
が
消
滅
し
た
の

で
あ
っ
て
、
こ
の
消
滅
を
導
い
た
経
済
史
の
動
向
が
「
平
織
」
技
芸
の
生
命
線
で
あ
る
と
見
届
け
、「
家
内
仕
事
」
な
る
操
業
方
式
が

絶
大
な
意
義
を
担
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
本
稿
「
第
一
章　

平
織
絨
毯
」
の
内
容
で
あ
り
、
続
く
の
が
第
二
章
以
下
の
添そ

え
げ
て
む
す

毛
手
結
び

絨
毯
の
考
察
で
あ
る
。こ
の
第
二
章
以
下
へ
の
推
移
に
つ
い
て
は
前
記
第
百
二
十
三
集
に
納
め
た「
序
論
」の
末
尾
を
こ
こ
に
再
掲
す
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
が
問
題
と
な
る
─
─
壁
掛
け
絨
毯
用
の
平
織
と
敷
物
絨
毯
用
の
添
毛
手
結
び
と
で
あ
る
。
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‥
‥
‥
‥
‥

　

や
が
て
見
る
よ
う
に
平
織
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
毛
手
結
び
敷
物
絨
毯
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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

も
の

0

0

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
の
床
絨
毯
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
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
。」

　

翻
訳
の
底
本
は
下
記
の
通
り
で
あ
る
。

　

A
lois Riegl, A

ltorientalische T
eppiche. M

äander K
unstverlag 1979

［N
achdruck der A

usgabe Leipzig 1891

］ 

S. 8-36.
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「
オ
リ
エ
ン
ト
古
絨
毯
」　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ア
ー
ロ
イ
ス
・
リ
ー
グ
ル

　
　

一　
　

平
織
絨
毯
（D

er gew
irkte T

eppich

）

　

織
物
最
古
の
品
は
ま
こ
と
に
疑
い
も
な
く
、
平
織

0

0

（Leinw
andbindung.  Leinw

and　

亜
麻
布
・
綿
布　

bindung

∧binden

結
ぶ
・
縛
る
）

で
作
ら
れ
た
。
平
織
は
、
垂
直
に
ぶ
つ
か
り
合
う
二
本
の
糸
が
規
則
的
に
取
っ
て
代
っ
て
交
差
す
る
簡
単
な
編
物

0

0

（Geflecht

）
に
最

も
近
い
。
真
直
ぐ
の
垣
根
や
平
た
い
枠
内
に
編
ん
だ
筵む

し
ろ
が
ど
れ
で
も
手
本
と
な
っ
た
し
、
前
者
は
直
立
織
機
、
後
者
は
水
平
織
機
へ
と

進
ん
だ
に
違
い
あ
る
ま
い
。
し
か
も
確
実
に
、
何
か
道
具
の
助
け
も
借
り
ず

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

糸
を
編
み
、
こ
の
仕
方
で
最
初
の
編
物
を
作
っ
た
の
は
、

ま
ず
は
た
だ
の
人
の
手

0

0

0

で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
人
の
手
に
よ
る
作
業
で
は
、
杼ひ

を
使
う
平
織
の
場
合
の
よ
う
に
、
先
へ
走
る
横
糸
［
緯
糸
］
が
い
つ
で
も
縦
糸
［
経
糸
］

列
の
幅
全
体
を
測
っ
て
、織
物
の
耳
を
折
り
包
む
や
、ま
た
も
新
た
に
幅
全
体
を
戻
っ
て
ゆ
く
、等
々
の
こ
と
は
全
く
求
め
ら
れ
な
か
っ

た
。
好
み
の
縦
糸
の
ど
れ
に
で
も
横
糸
で
引
返
す

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
ど
こ
ろ
か
縦
糸
の
幅
を
走
る
動
き
は
捨
て
て
上
へ
下
へ
と
向
う
こ
と
も
、
人
の
手

0

0

0

に
は
全
く
自
由
で
あ
っ
た
。
し
か
も
こ
の
よ
う
な
処
置
は
、
織
物
内
部
に
た
だ
の
雑
多
な
縞
以
上
の
飾
り

0

0

（V
erzierung

）
を
生
む
つ

も
り
と
な
れ
ば
、
必
然

0

0

（N
otw

endigkeit

）
の
こ
と
に
な
っ
た
。
と
い
う
の
も
出
来
上
っ
た
生
地
に
多
彩
な
刺
繡
を
施
し
、
ま
し
て
普

通
よ
り
入
組
ん
だ
織
り
方
を
知
る
に
は
、
よ
り
原
始
的
な
織
り
の
考
案
が
先
立
た
ね
ば
な
る
ま
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
種
の
、
と

こ
ろ
ど
こ
ろ
横
糸
に
連
な
り
の
欠
け
る
糸
編
み
細
工
を
、
そ
れ
で
も
確し

か

り
と
継
ぎ
合
せ
た
一
枚
の
抵
抗
力
あ
る
平
面
に
さ
せ
た
い
な
ら

ば
、
横
糸
は
糸
そ
れ
ぞ
れ
を
で
き
る
だ
け
詰
め
て
互
い
に
圧
し
合
せ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

必
要
が
あ
っ
た
し
、
結
果
と
し
て
、
縦
糸
は
完
全
に
蔽
い
隠
さ

れ
、
た
だ
畝
状

0

0

（ripsartig

）
に
盛
上
っ
て
平
行
す
る
縞
で
立
体
的
に
窺
い
知
れ
る
だ
け
と
な
っ
た
。
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こ
こ
に
述
べ
た
原
始
的
な
織
布
技
術
を
用
い
て
、
横
糸
で
の
連
な
り
は
な
く
と
も
共
通
の
縦
糸
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
装
飾
文
様
面
が
上

下
や
左
右
に
並
べ
ら
れ
る
が
、
こ
の
原
始
的
な
技
術
が
平
織

0

0

（W
irkerei

）
も
し
く
は
ゴ
ブ
ラ
ン
織
技
術

0

0

0

0

0

0

0

（Gobelintechnik

［Gobelin

は

十
五
世
紀
パ
リ
の
染
色
家
一
族
の
名
］）
と
呼
慣
わ
さ
れ
て
い
る
（
第
一
図
）。

　
　

第一図
平織-技術（後期古代の原物による）

　

ユ
ー
リ
ウ
ス
・
レ
ッ
シ
ン
グ
は
早
く
も
一
八
七
七
年
に
、
す
な
わ
ち
後
日
南
ロ
シ
ア
お
よ
び
エ
ジ
プ
ト
で
発
掘
さ
れ
る
古
代

の
平
織
が
知
ら
れ
る
以
前
に
、
た
だ
い
ま
名
指
し
た
技
術
に
平
織
最
古
の
種
類

0

0

0

0

0

0

0

を
認
め
て
い
る
（Julius Lessing, A

ltorientalische 

T
eppichm

uster. S. 10

）。
そ
の
さ
い
加
工
さ
れ
た
最
古
の
原
料

0

0

（Rohstoff
）
は
た
だ
獣
毛

0

0

（T
ierw

olle

）
だ
け
で
あ
っ
た
と
し
て
よ
か
ろ

う
が
、
こ
の
方
が
原
始
人
に
は
準
備
の
手
間
を
要
す
る
亜
麻
や
木
綿
よ
り
遙
か
自
然
に
提
供
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
や
は
り

重
要
と
思
わ
れ
る
の
は
、
エ
ジ
プ
ト
廟
墓
大
量
の
出
土
品
が
証
す
よ
う
に
後
期
古
代
に
お
い
て
な
お
、
柄
物
な
ら
ぬ
布
地
で
は
畝
織
か
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平
織
か
と
し
て
毛
の
横
糸
を
用
い
た
類
の
も
の
し
か
な
い
こ
と
で
、
こ
の
事
情
の
説
明
は
、
亜
麻
の
縦
糸
を
雑
色
の
毛
糸
で
完
全
に
蔽

い
隠
さ
な
く
て
は
な
る
ま
い
場
合
に
は
お
の
ず
か
ら
明
か
だ
が
、
同
じ
毛
糸
で
同
色
で
も
あ
る
縦
糸
を
用
い
て
い
る
場
合
に
は
、
毛
織

に
お
け
る
右
記
の
技
術
を
好
し
と
す
る
昔
な
が
ら
の
偏
愛
に
帰
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

織
り
の
発
明
は
織
物
で
自
分
を
「
蔽
う
（decken

）、
護
る
（schützen

）、
締
め
る
（abschließen

）」
と
し
た
い
人
間
の
欲
求
に
よ
っ

て
引
起
さ
れ
た
（Gottfried Sem

per, D
er Stil [in den technischen und tektonischen K

ünsten oder praktische Ä
sthetik]. Band I, D

ie 

textile K
unst. 1860, S. 12

）。
そ
れ
ゆ
え
人
間
が
原
初
の
織
布
を
必
要
と
し
た
の
は
、
一
方
で
身
体
に
着
せ
る
た
め
、
他
方
で
ひ
と
と
き

外
界
を
遮
る
た
め
、
つ
ま
り
閉
じ
ら
れ
た
居
住
空
間
を
作
る
た
め
に
で
あ
っ
た
。
外
界
と
の
隔
離
が
生
じ
た
の
は
、
最
も
簡
単
に
は
、

柱
一
本
で
天
幕
風
に
か
柱
三
四
本
以
上
で
小
屋
風
に
か
、
地
上
若
干
の
高
さ
に
織
布
を
吊
す
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
こ
う
し
て
上
か

ら
垂
れ
下
る
布
が
す
で
に
壁
掛
け
絨
毯

0

0

0

0

0

（W
andteppich

）
の
機
能
を
果
し
た
。
着
物
用
に
は
後
日
、
こ
と
に
上
着
下
着
を
別
け
始
め
て

か
ら
は
、
亜
麻
や
木
綿
や
絹
の
一
段
と
繊
細
な
布
地
を
好
も
し
く
選
ん
だ
か
も
し
れ
な
い
─
─
そ
れ
で
も
着
物
の
飾
り（
打
紐
と
か
縫
込

な
ど
）
は
後
期
古
代
で
は
な
お
平
織
に
よ
る
の
が
主
で
あ
っ
た
し
、
今
日
で
す
ら
オ
リ
エ
ン
ト
や
南
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
依
然
、
雨
天

の
防
具
用
外
套
と
し
て
織
布
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
絨
毯
生
産
の
な
か
で
壁
掛
け
絨
毯
の
制
作
に
と
り
わ
け
捧
げ
ら
れ
て
い
た
の

は
、
い
つ
で
も
平
織
で
あ
っ
た
。

　

原
始
的
な
平
織

0

0

0

0

0

0

（W
irkerei

）
は
当
然
な
が
ら
た
だ
直
線
風
に
境
界
付
け
ら
れ
た
装
飾
文
様

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（geradlinig begrenztes O
rnam

ent

）
し

か
生
み
出
せ
な
か
っ
た
。
平
織
技
術
の
真
先
に
注
目
す
べ
き
特
性
は
、
直
線
を
縦
糸
に
た
だ
垂
直
に
纏
わ
せ
る
し
か
な
い
こ
と
で
、
も

し
直
線
の
横
糸
を
縦
糸
と
平
行
に
導
け
ば
、
口
を
開
け
た
裂
目
が
布
地
に
生
じ
る
の
は
、
互
い
に
離
れ
合
う
双
つ
の
色
彩
面
が
横
糸
で

は
連
な
っ
て
い
な
い
か
ら
で
、
こ
の
こ
と
は
第
一
図
に
は
っ
き
り
と
見
え
る
。
裂
目
は
拡
が
り
が
大
き
く
繰
返
し
が
繁
く
な
れ
ば
な
る

ほ
ど
当
然
な
が
ら
布
地
の
丈
夫
さ
が
害
わ
れ
る
に
違
い
な
く
、
こ
う
し
た
裂
目
を
避
け
る
た
め
に
、
あ
る
い
は
少
く
と
も
拡
が
り
を
最
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小
限
に
狭
め
る
た
め
に
、
装
飾
文
様
で
平
織
が
贔ひ

い
き屓
と
す
る
の
は
、
縦
糸
上
で
斜
め
に

0

0

0

0

0

0

0

走
る
ゆ
え
直
線
風
の
段
々
が
大
き
な
裂
目
を
招

か
ぬ
類
の
文
様
形
成
で
あ
る
（
第
一
図
）。
こ
こ
か
ら
主
と
し
て
菱
形

0

0

（rautenförm
ig

）
の
文
様
が
生
じ
る
（
第
一
、
二
、
四
図
）。
ま
た

縦
糸
に
は
垂
直
に
走
る
こ
と
と
な
る
平
行
線

0

0

0

（parallel ausstrahlende Linie[n]

）
も
、
比
較
的
大
き
な
文
様
図
像
の
輪
郭
を
分
節
化
す

る
た
め
に
、
と
く
に
好
ん
で
利
用
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
（
第
三
図
）。

　

そ
れ
ゆ
え
平
織-
装
飾
文
様
（W

irkerei- O
rnam

entik

）
の
こ
う
し
た
特
性
に
は
、
ど
こ
で
も
日
常
的
使
用
品
制
作
の
た
め
の
原
始

的
な
織
り
を
指
摘
で
き
る
と
こ
ろ
で
出
合
え
る
。
実
際
に
織
り
の
最
古
の
形
式
を
平
織
に
認
め
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
当
の
形
式
を
な
お

残
す
品
を
捜
し
て
、
わ
れ
ら
が
先
祖
の
文
化
状
態
を
代
表
し
て
尤
も
な
り
と
納
得
さ
せ
て
く
れ
る
例
の
「
野
育
ち
（w

ild

）」
の
自
然

0

0

民
族

0

0

を
と
り
わ
け
見
て
回
ら
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
そ
の
と
き
実
際
に
見
出
せ
る
の
は
、
南
ア
メ
リ
カ
多
数
の
部
族
の
、
縞
や
菱
形
模

様
が
具
わ
る
織
物
で
あ
り
（
ロ
ー
マ
のM

useo K
ircheriano

に
実
例
）、
さ
ら
に
は
ボ
ル
ネ
オ
や
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
、
こ
こ
で
の
装

飾
文
様
も
同
じ
く
三
角
形
（
稲ジ
グ
ザ
グ

妻
形
）
か
菱
形
だ
け
で
構
成
さ
れ
て
い
る
（
ウ
ィ
ー
ン
の
帝
室
博
物
館
民
族
誌
部
門
に
実
例
）。

　

地
上
最
古
の
文
化
民
族
す
な
わ
ち
エ
ジ
プ
ト
人
が
平
織
に
ど
の
よ
う
に
対
処
し
た
か
、
こ
れ
を
、
保
持
さ
れ
て
い
る
遺
例
を
手
に
し

て
実
証
す
る
こ
と
は
確
か
に
で
き
な
い
。
こ
の
種
の
フ
ァ
ラ
オ
時
代
の
遺
例
が
今
日
ま
で
見
出
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
古

王
国
の
墓
群
内
で
描
か
れ
た
幾
つ
か
の
壁
面
飾
り
絵
は
、
か
な
り
確
実
に
、
平
織
の
模
写
で
あ
る
と
説
明
し
て
差
支
な
か
ろ
う
。
例
え

ば
サ
ッ
カ
ー
ラ
の
プ
タ
ハ-

ホ
テ
プ
（Ptah- hotep zu Sakkarah
）
の
墓
中
に
あ
る
壁
の
羽
目
板
だ
が
（Georges Perrot

（1832-1914

）

et Charles Chipiez

（1835-1901

）, H
istoire de l'art dans l'antiquité. I. 1882. pl. 13 et 14

）、
こ
れ
に
は
基
礎
に
織
布
の
手
本
が
あ
る
と
目

に
は
見
え
る
（
第
二
図
）。
言
い
か
え
る
と
、
こ
う
見
る
こ
と
で
、
こ
の
羽
目
板
が
上
下
に
張
っ
た
幕
さ
な
が
ら
下
端
で
紐
に
よ
っ
て
輪

に
固
定
さ
れ
て
い
る
、と
い
う
事
情
を
説
く
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
模
様
は
独
得
の
平
織-

装
飾
文
様
か
ら
成
っ
て
い
る
。
一
例（
第

二
図
）
で
は
菱
形
か
ら
、
諸
他
の
例
で
は
稲ジ

グ

ザ

グ

妻
形
か
ら
成
り
、
た
だ
一
枚
の
羽
目
板
だ
け
が
チ
ェ
ス
盤
模
様
だ
が
、
目
は
正
方
形
が
ご
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く
小
さ
い
の
で
、
平
織
と
し
て
目
を
考
え
る
と
布
地
に
仮
定
で
き
る
の
は
き
わ
め
て
短
い
裂
目
だ
け
と
な
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
大

昔
の
羽
目
板
に
は
あ
く
ま
で
平
織
壁
掛
け
の
模コ

ピ
イ写
を
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
す
る
想
定
と
の
矛
盾
は
起
ら
な
い
。
こ
の
羽
目
板
画
の
も

と
は
編
み
細
工
の
筵む

し
ろ
に
帰
着
す
る
は
ず
と
ペ
ロ
（Georges Perrot, 1832-1914

）
は
信
じ
て
い
る
も
の
の
、
筵
の
編
み
は
原
始
的
平
織
の

直
接
的
前
段
階
と
見
て
よ
い
か
ら
に
は
、
説
明
の
実
質
に
大
き
な
変
化
が
生
じ
る
と
は
思
え
な
い
。
し
か
も
同
心
的
菱
形
模
様
（
第
二

図
）
が
あ
ま
り
に
も
完
全
に
、
平
織
の
後
期
古
代
残
欠
か
ら
導
か
れ
た
、
さ
き
ほ
ど
の
図
式
（
第
一
図
）
と
合
致
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
羽
目
板
画
の
も
と
は
平
織
の
幕
に
帰
着
さ
せ
て
も
、
ほ
と
ん
ど
誤
り
は
な
い
と
し
て
よ
か
ろ
う
。
こ
の
こ
と

で
は
、
空
間
的
に
遠
く
離
れ
る
国
土
に
お
い
て
す
ら
相
似
た
技
術
的
条
件
・
様
式
的
条
件
の
も
と
で
は
、
い
か
に
相
似
る
芸
術
的
形
成

が
起
り
得
る
か
に
つ
い
て
、
き
わ
め
て
教
え
る
と
こ
ろ
多
き
実
例
を
、
絶
滅
せ
る
イ
ン
カ=

ペ
ル
ー
の
文
化
民
族
か
ら
出
た
織
り
の

証
拠
品
に
具
わ
る
装
飾
文
様
も
提
供
し
て
い
る
（
模
写
図
が
幾
つ
か
下
記
の
書
に
見
ら
れ
る
─Friedrich Fischbach, 1839-1908. O

rnam
ente 

der Gew
ebe. 1874-81. T

afel 2

）。
一
八
八
七
年
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
博
物
館
で
エ
ジ
プ
ト
織
布
出
土
品
を
フ
ィ
ル
ヒ
ョ
ウ
教
授
（Rudolf 

Ludw
ig K

arl V
irchow

, 1821-1902

）
が
視
察
し
て
、
即
座
に
気
付
い
た
の
は
、
ペ
ル
ー
織
と
呼
ば
れ
る
も
の
と
純
幾
何
模
様
織
と
の
類

縁
性
で
あ
っ
た
。
ペ
ル
ー
人
は
織
布
縁
辺
模
様
の
幾
つ
か
を
陶
器
に
移
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
陶
器
の
装
飾
文
様
は
、
こ
れ
ま
た
、

第二図
エジプト�墓壁画
古王国第五王朝
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い
わ
ゆ
る
幾
何
学
的
様
式
ギ
リ
シ
ア
陶
器
の
装
飾
文
様
と
酷
似
す
る
。
こ
れ
は
確
か
に
、
芸
術
史
家
の
が
わ
か
ら
の
一
層
立
入
っ
た
考

察
に
値
す
る
間
柄
で
あ
ろ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
文
化
民
族
が
発
展
し
、
精
練
さ
れ
た
材
料
や
工
具
（
だ
が
こ
れ
は
い
つ
で
も
、
手
の
運
ぶ
針
に
限
ら
れ
て
い
た
）
や
芸
術
的
形
式

の
発
展
が
先
へ
と
進
む
過
程
で
、
強
制
さ
れ
た
幾
何
学
的
様
式
化
の
窮
屈
な
桎
梏
を
脱
し
、
丸
み
付
け
る
好
み
の
線
で
輪
郭

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
囲
む
ほ

ど
の
力
は
人
々
に
あ
っ
た
し
、
こ
の
こ
と
は
古
代
の
す
で
に
比
較
的
早
く
に
生
じ
て
い
た
と
実
証
さ
れ
る
。

　

と
い
う
の
も
古
い
羊
毛
平
織

0

0

0

0

0

0

（alte W
ollw

irkerei

）
の
残
布
は
か
な
り
早
い
時
代

0

0

0

0

0

0

0

の
も
の
か
ら
保
持
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ

の
よ
う
な
残
布
が
南
ロ
シ
ア
の
砂
地
で
は
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
（
ほ
ぼ
紀
元
前
三
世
紀
か
ら
前
一
世
紀
）
の
黒
海
沿
岸
ギ
リ
シ
ア
人
墓
地
か
ら

明
る
み
に
出
た
（Com

pte rendu de la com
m

ission archéologique de St. Pétersbourg 1881

（für die Jahre 1878/79

）, 134, T
afel V

）。
当

時
す
で
に
黒
海
沿
岸
ギ
リ
シ
ア
人
が
織
布
技
術
の
初
発
段
階
か
ら
い
か
に
遠
く
進
ん
で
い
た
か
は
、
こ
う
し
た
平
織
に
見
ら
れ
る
装
飾

文
様
（
鴨
や
鹿
頭
や
樹
葉
）
が
証
し
て
い
る
が
、
文
様
は
も
は
や
技
術
の
端は

し

に
止
ま
っ
て
は
い
ず
、
自
然
物
の
自
然
主
義
的
呈
示
を
試
み

て
成
果
を
挙
げ
て
い
る
。

　

近
年
エ
ジ
プ
ト
の
墓
中
か
ら
発
掘
さ
れ
た
織
布
の
時
代
が
教
え
て
く
れ
る
よ
う
に
、
平
織
は
後
期
古
代
に
最
高
度
の
形
成
を
見
た

（A
lois Riegl, D

ie ägyptischen T
extilfunde im

 Ö
sterreichischen M

useum
. 1889. S. X

I ff. 

参
照
の
こ
と
）。
織
布
内
の
形
状
は
み
な
、
後
期

古
代
の
平
織
に
は
模
写
は
不
能
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
な
ど
と
言
わ
せ
な
い
ほ
ど
に
、
丸
み
を
帯
び
過
ぎ
は
せ
ず
、
あ
ま
り
に
複
雑
で
も

な
い
。
織
り
は
編
棒
を
き
わ
め
て
巧
み
に
運
ぶ
の
で
、
い
わ
ば
布
面
は
無
視
し
つ
つ
刺
繡
を
進
め
、
こ
の
仕
方
で
思
い
の
ま
ま
の
図

案
を
白
い
亜
麻
糸
で
深
紅
色
の
布
地
に
生
む
こ
と
が
で
き
た
。
古
代
の
織
布
技
芸
全
体

0

0

0

0

0

0

0

0

0

は
平
織

0

0

［
手
に
よ
る
編
み
］
が
優
位

0

0

0

（Führung 

der W
irkerei

）
に
あ
っ
た
と
見
え
る
の
で
あ
り
（A

lois Riegl, T
extile K

unst. in : Bruno Bucher, 1826-1899. Geschichte der technischen 

K
ünste. 

［1875-

］ 1893. Band Ⅲ
, S. 356 

参
照
の
こ
と
）、
絹
機は

た
お
り織
技
芸
の
普
及
で
初
め
て
新
た
な
事
態
の
発
現
と
な
る
が
、
こ
の
事
態
が
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結
果
と
し
て
徐
々
に
平
織（W

irkerei

編
物
）を
退
陣
さ
せ
、絹
機は

た
お
り織（Seidenw

eberei

）お
よ
び
刺
繡（Stickerei

）に
よ
る
交
替
と
な
っ
た
。

　

こ
の
過
程
は
す
で
に
中
世
前
半
、
し
か
も
東オ

リ
エ
ン
ト洋
で
も
西

オ
ク
シ
デ
ン
ト
洋
で
も
同
じ
く
遂
げ
ら
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
が
、
多
分
そ
れ
で
も
早
か
っ

た
の
は
オ
リ
エ
ン
ト
、と
い
う
の
も
こ
こ
で
は
早
く
に
絹
機
織
が
西
洋
に
お
け
る
よ
り
遙
か
広
大
な
範
囲
を
占
め
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

だ
が
西
洋
で
も
東
洋
で
も
古
代
の
古
い
平
織
の
支
脈
は
初
期
中
世
の
変
革
の
時
代
を
越
え
て
も
な
お
衰
え
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
は
い
わ
ゆ
る
ゴ
ブ
ラ
ン
織

0

0

0

0

0

（Gobelin

）
の
豪
華
品
製
造
が
あ
り
、
オ
リ
エ
ン
ト
で
は
、
豪
華
品
へ
の
欲
求
は
機
織

0

0

技
芸
で
絹

を
惜
し
み
な
く
使
っ
て
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
し
、
ま
た
形
姿
で
飾
る
壁
掛
け
絨
毯
を
続
け
る
こ
と
に
は
恐
ら
く
イ
ス
ラ
ム
経コ

ー

典ラ
ン

の
偶
像
禁
圧
も
働
い
て
、
家
内
仕
事
に
よ
る
素
朴
な
キ
リ
ム

0

0

0

（K
ilim

）
の
生
産
が
消
え
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
形
姿
を
具
え
る
絨
毯
平
織
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
自
立
的
発
展
継
続

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

を
主
張
す
る
と
な
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
自

立
性
に
つ
い
て
何
も
知
ろ
う
と
し
な
い
支
配
的
見
解
を
思
う
と
、
ま
ず
は
証
明
が
必
要
で
あ
る
。

　

ほ
ぼ
十
三
世
紀
来
と
な
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
平
織
の
登
場
は
、
十
字
軍
戦
士

0

0

0

0

0

に
よ
る
オ
リ
エ
ン
ト
か
ら
の
移
送

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
原
因
を
帰
し

た
い
と
さ
れ
て
き
た
。
後
期
古
代
の
根
基
が
共
通
す
る
ゆ
え
に
西

オ
ク
シ
デ
ン
ト
洋
が
東オ

リ
エ
ン
ト洋
と
共
有
し
て
き
た
諸
他
き
わ
め
て
多
く
の
品
々
は
、
ひ
た

す
ら
十
字
軍
遠
征
の
結
果
と
し
て
の
輸
入
か
ら
し
か
説
明
で
き
な
い
、
と
思
込
ん
だ
の
と
同
様
に
で
あ
る
。
だ
が
、
お
よ
そ
サ
ラ
セ
ン

人
が
十
字
軍
遠
征
時
代
に
も
な
お
形
姿
に
富
む
古
代
流
儀
の
壁
掛
け
平
織
絨
毯
を
用
い
て
い
た
か
、
こ
れ
に
は
い
か
な
る
証
拠
も
存
在

し
な
い
。当
の
時
代
か
ら
出
た
疑
い
な
く
オ
リ
エ
ン
ト
を
起
源
と
す
る
絵
模
様
平
織
は
た
だ
の
一
枚
す
ら

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

0

実
証
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

む
し
ろ
す
べ
て
が
語
っ
て
い
る
の
は
、
豪
勢
好
み
の
教カ

リ
フ主
王
国
に
お
け
る
絹
機は

た
お
り織
の
大
規
模
拡
張
の
結
果
と
し
て
、
平
織
の
絨
毯
壁
掛

け
の
使
用
は
早
い
時
代
に
絹
製
壁
掛
け
や
フ
ラ
シ
天
絹
織
絨
毯
に
取
っ
て
代
ら
れ
て
い
る
、と
い
う
事
実
で
あ
る
。
反
し
て
西
洋
で
は
、

絹
は
中
世
後
期
に
至
る
ま
で
稀
少
高
価
な
輸
入
品
の
ま
ま
で
あ
り
、
人
々
に
は
平
織
絨
毯
の
技
術
を
引
続
き
忠
実
に
守
る
べ
き
、
あ
ら

ゆ
る
理
由
が
あ
っ
た
。
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こ
れ
ま
で
に
発
見
さ
れ
て
い
て
、
あ
る
程
度
ま
で
起
源
の
年
代
を
決
め
る
こ
と
の
で
き
る
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
最
古

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
平
織
は
、
現
在

の
と
こ
ろ
十
二
世
紀
か
ら
出
て
い
る
（
公
刊
は
下
記
の
書 

─H
. Grosch, Gam

le norske taepper

（altnorw
egische T

eppichm
uster. Berlin, 

A
sher, 1889

）. T
afelⅠ

）。
こ
の
平
織
の
壁
掛
け
は
今
日
ク
リ
ス
チ
ャ
ニ
ア
（Christiania. O

slo

の
旧
称
）
の
「
技
芸
産
業
［
工
芸
］
博
物

館　

K
unstindustriem

useum

」
に
保
存
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
平
織
が
エ
ジ
プ
ト
出
土
の
後
期
古
代
平
織
と
共
有
す
る
幾
重
も
の
接
点

の
価
値
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
別
の
箇
所
で
明
か
に
し
た
（A
lois Riegl, D

ie W
irkerei und der textile H

ausfleiß. in : K
unstgew

erbeblatt, 

N
eue Folge I. 

［1890
］ S.22

）。
あ
く
ま
で
護
持
せ
よ
、
と
模
作
す
る
イ
タ
リ
ア
人
絹
機は

た
お
り織
に
後
代
の
何
世
紀
に
も
わ
た
り
強
い
ら
れ
て

き
た
サ
ラ
セ
ン
的
要
素
は
、
右
の
絨
毯
に
は
些
少
の
痕
跡
す
ら
見
出
せ
な
い
。
絵
模
様
の
図イ

コ
ノ
グ
ラ
フ
ィ

像
記
述
的
性
格
は
、
原
産
は
フ
ラ
ン
ス
で

あ
る
と
教
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
後
期
中
世
の
ゴ
ブ
ラ
ン
平
織
は
、
十
字
軍
遠
征
に
よ
る
オ
リ
エ
ン
ト
か
ら
の
輸
入
に
存
在
を
負
い

は
せ
ず
、
後
期
古
代
か
ら
引
続
き
、
多
分
あ
い
だ
に
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
王
国
が
立
っ
て
連
綿
と
行
わ
れ
て
き
た
も
の
、
と
言
っ
て
差
支
な

か
ろ
う
。

　

確
か
に
平
織
（W

irkerei

）
の
、
ガ
リ
ア
・
フ
ラ
ン
ス
を
大
地
と
す
る
土
着
的
伝
承
に
は
反
対
し
、
オ
リ
エ
ン
ト
か
ら
の
輸
入
に
賛

同
し
つ
つ
語
っ
て
い
る
と
見
え
る
の
が
、
十
三
世
紀
来
の
職
業
を
扱
う
ボ
ワ
ロ
ー
著
『
職
種
考
』（Boileau, Livre des m

étiers

）
の

多
々
論
じ
ら
れ
て
き
た
例
の
箇
所
で
あ
り
、
話
題
はfabricans de tapis nostrez

（
わ
れ
わ
れ
の
敷
物
の
製
造
家
）
と
は
区
別
さ
れ
る

tapiciers sarazinois

（
サ
ラ
セ
ン
の
絨
毯
の
作
り
手
）
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
は
一
般
に
、前
者
に
は
毛
布
の
織
手
（W

olldeckenw
eber

）
を
、

そ
し
て
後
者
に
は
ゴ
ブ
ラ
ン
の
織
手
（Gobelinw

irker

）
を
認
め
た
い
と
さ
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
早
く
か
ら
言
及
さ
れ
たtapiciers 

sarazinois

と
は
対
立
的
に
、autre m

anière de tapiciers, que l'en appèle ouvriers en haulte lice

（
絨
毯
の
作
り
手
の
、
縦
織

風
と
呼
ば
れ
る
別
の
技
法
）
に
触
れ
る
一
三
〇
二
年
の
古
文
書
が
現
存
し
、
こ
の
こ
と
はtapiciers sarazinois

が
縦た

て
ば
た機
風 in haute-

lisse

（auf dem
 H

ochstuhl, aufrechten W
ebstuhl

（
＊
）
竪
形
織
機
）
に
は
作
業
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、し
た
が
っ
て
平
織
技
手
（W

irker

）
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で
な
か
っ
た
こ
と
を
推
量
さ
せ
る
。

（
＊
）
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
平
織
（W

irkerei

）
の
判
定
に
あ
た
り
竪
形
織
機
に
は
大
き
過
ぎ
る
価
値
が
置
か
れ
て
き
た
（Riegl, T

extile 

K
unst. in : Bucher, Geschichte der technischen K

ünste, Ⅲ
. S.347

参
照
の
こ
と
）。
し
か
もtapisserie de haute- lisse

（
縦た
て
機ば
た
の
タ
ピ

ス
リ
ー
）
な
る
表
記
は
混
乱
を
招
き
易
い
。
添
毛
手
結
び
絨
毯
（K

nüpfteppich

）
も
竪
形
織
機
で
作
ら
れ
る
し
、
他
方
の
平
織
（W

irkerei

）

は
水
平
形
織
機
（auf dem

 w
a[a]gerechten Stuhl, basse- lisse

横よ
こ
ば
た機
）
で
劣
ら
ず
作
ら
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

　

従
来
こ
の
主
題
に
取
組
ん
だ
研
究
者
は
二
派
に
分
れ
て
き
た
。
一
派
（Lacordaire, Lessing, K

arabacek

）
はtapiciers sarazinois

の
語
義
がW

irker

（
平
織
技
手
）
で
あ
る
こ
と
を
、
そ
れ
ゆ
えW

irkerei

（
平
織
）
が
輸
入
さ
れ
た
オ
リ
エ
ン
ト
技
芸
修
練
と
し
て
の

性
格
を
も
つ
こ
と
を
も
、
見
捨
て
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
一
三
〇
二
年
に
言
及
さ
れ
たouvriers en haulte lice

（
竪
形
織
機

で
の
労
働
者
）
も
確
か
にW

irker
だ
が
、し
か
し
生
粋
の
フ
ラ
ン
ス
人
、し
た
が
っ
て
サ
ラ
セ
ン
人
な
ら
ぬ
別
団
体
に
属
す
る
者
で
あ
っ

た
こ
と
に
な
ろ
う（
断
固
こ
の
見
方
を
代
表
す
る
の
は
カ
ラ
バ
チ
ェ
ク
で
あ
る
─
─K

arabacek, D
ie persische N

adelm
alerei Susandschird. S.93

）。

こ
れ
に
対
し
て
別
の
一
派
（Guiffrey, H

avard und V
achon

）
はautre m

anière

（
他
の
技
法
）
な
る
歴
然
と
し
た
供
述
に
さ
ほ
ど
気

安
く
打
勝
つ
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
ゆ
えtapiciers sarazinois

は
オ
リ
エ
ン
ト
流
儀
（
し
た
が
っ
てK

nüpfteppich

─
添
毛
手
結
び
絨
毯

（
＊
））
に
よ
る
フ
ラ
シ
天
絨
毯
の
制
作
者
、
他
方
のouvriers en haulte lice

は
自
国
出
の
、
事
実
上
の
ゴ
ブ
ラ
ン
織
技
手
で
あ
っ
た

と
説
い
た
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
よ
っ
て
同
時
に
、
確
実
で
は
な
い
が
少
く
と
も
極
め
て
本
当
ら
し
い
こ
と
と
し
て
、
ゴ
ブ
ラ
ン
織
の

起
源
は
フ
ラ
ン
ス
国
民
に
あ
り
と
の
愛
国
的
満
足
を
も
得
た
の
で
あ
っ
た
。

（
＊
）
ボ
ワ
ロ
ー
の
書Livre des m

étiers

で
強
調
さ
れ
る
長
い
学
習
時
間
は
、tapiciers sarazinois

の
仕
事
に
フ
ラ
シ
天
絨
毯
を
振
当

て
る
こ
と
に
反
対
す
る
理
由
と
し
て
、
カ
ラ
バ
チ
ェ
ク
（
上
掲
書
）
の
思
う
ほ
ど
決
定
的
で
な
い
。
長
時
間
の
学
習
と
な
れ
ば
、tapiciers 

sarazinois

の
作
る
べ
き
品
は
普
段
使
用
の
絨
毯
な
ら
ず
、
む
し
ろ
奢
侈
絨
毯
、
技
術
は
原
始
的
な
が
ら
精
通
す
る
に
は
、
原
始
的
平
織
習
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得
に
比
べ
て
ゴ
ブ
ラ
ン
織
習
得
に
か
け
る
ほ
ど
の
長
時
間
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
奢
侈
絨
毯
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

　

両
派
の
意
見
は
そ
れ
ぞ
れ
相
手
の
非
難
に
応
え
て
頑
固
に
弁
護
さ
れ
た
が
、
そ
の
際
こ
と
に
ド
イ
ツ
多
数
の
芸
術
学
者
は
サ
ラ
セ
ン

製
品
の
フ
ラ
ン
ス
へ
の
輸
入
を
主
張
し
た
。
幸
い
に
も
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
論
争
に
深
入
り
す
る
心
労
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ

な
ら
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
ゴ
ブ
ラ
ン
織
へ
の
オ
リ
エ
ン
ト
の
持
分
如
何
と
い
う
、
わ
れ
わ
れ
に
も
最
大
の
関
心
事
本
来
の
核
心
は
、
い
ま

や
完
全
に
失
せ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
─
─
十
三
世
紀
十
四
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
人
がSarazinois

と
かSarasin

の
語
で
理
解
し
て
い
た

の
は
決
し
て
サ
ラ
セ
ン
独
得
の
事
物
で
な
く
、
大
体
は
、
あ
ら
ゆ
る
異
教
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

（alles H
eidnische

）、
わ
け
て
も
ロ
ー
マ
的
古
風
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

（Röm
isch- A

ntikes

）
で
あ
る
、
と
キ
シ
ュ
ラ
（
＊
）
が
証
明
し
て
以
来
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
てtapiciers sarazinois

（
サ
ラ
セ
ン
絨

毯
人
）
に
は
フ
ラ
ン
ス
へ
平
織
を
輸
入
す
る
オ
リ
エ
ン
ト
業
者
を
認
め
な
く
て
は
い
け
な
い
と
す
る
強
制
的
根
拠
は
す
べ
て
失
せ
た
。

だ
がouvriers en haulte lice
（
竪
形
織
機
の
工
人
）
と
は
区
別
さ
れ
て
当
のtapiciers sarazinois

が
何
を
仕
事
に
し
て
い
た
の
か
、

実
際
に
は
フ
ラ
シ
天
絨
毯
（Plüschteppich ; plush 

毛
長
ビ
ロ
ー
ド
）、
つ
ま
り
こ
れ
の
技
法
の
習
熟
は
恐
ら
く
フ
ラ
ン
ス
で
も
（
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
諸
他
地
方
で
も
生
じ
た
こ
と
と
立
証
さ
れ
る
よ
う
に
）
後
期
古
代
か
ら
経
済
的
に
貧
弱
な
展
開
の
何
百
年
か
を
通
じ
て
保
持
さ
れ
て
き
た
作

業
な
の
か
、
そ
れ
と
も
水
平
織
機
で
仕
上
げ
る
横よ

こ
ば
た機
平
織
（basse- lisse- W

irkerei

）
で
あ
っ
た
の
か
、
こ
れ
は
古
織
布
史
に
つ
い
て
の

知
識
の
現
状
で
は
、
さ
し
あ
た
り
決
め
ら
れ
な
い
ま
ま
と
な
る
。

（
＊
）Jules Q
uicherat

（1814-1882

）, M
élanges d'archéologie et d'histoire,

［I, 1885

］Ⅱ

（1886

）, p.352.

　

十
五
世
紀
に
は
フ
ラ
ン
ス
・
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ド
・
ド
イ
ツ
な
ど
中
部
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
を
越
え
て
、
絨
毯
平
織
（T

eppichw
irkerei

）

の
さ
ら
に
拡
が
っ
て
、手
織
仕
事
（Gew

erbfleiß

）
の
仕
方
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
見
え
る
し
、他
方
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
他
の
地
方
で
は
、

や
が
て
見
る
よ
う
に
、
十
五
世
紀
も
越
え
て
な
お
久
し
く
絨
毯
平
織
は
、
地
方
の
家
内
仕
事
（H

ausfleiß

）
に
よ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
今
日
に
至
る
ま
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
平
織
壁
掛
け
絨
毯
の
制
作
は
完
全
に
は
消
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
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こ
の
技
法
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
民
族
の
近
代
芸
術
内
に
お
い
て
す
ら
ゴ
ブ
ラ
ン
織
（Gobelins

家
名
）
や
ボ
ー
ヴ
ェ
織
（von 

Beauvais

地
名
）
の
国
営
工
場
で
、
い
ま
な
お
名
誉
あ
る
地
位
を
守
ら
せ
て
き
た
の
は
フ
ラ
ン
ス
人
の
功
績
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
で
は

ボ
ー
ヴ
ェ
産
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
・
ベ
ル
ギ
ー
二
三
の
私
設
工
場
に
よ
る
平
織
家
具
覆
い
絨
毯
は
、
ゴ
ブ
ラ
ン
製

0

0

0

0

0

（M
anufacture des 

Gobelins

）
壁
掛
け
絨
毯
に
比
べ
る
と
、
ほ
と
ん
ど
全
く
顧
慮
し
な
い
で
よ
い
。
ゴ
ブ
ラ
ン
製
品
で
今
日
な
お
出
合
う
の
は
、
十
四

世
紀
来
の
古
い
絨
毯
平
織
の
成
果
と
同
じ
く
、
織
布
に
移
さ
れ
た

0

0

0

0

0

0

0

壮
大
な
壁
掛
け
絵
画

0

0

0

0

0

（dasselbe große, ins T
extile übertragene 

W
andgem

älde

）
で
あ
る
。
だ
が
、
か
か
る
形
像
ゆ
た
か
に
飾
付
け
ら
れ
た
壁
掛
け
絨
毯
は
疑
い
も
な
く
ギ
リ
シ
ア-

ロ
ー
マ-

オ
リ

エ
ン
ト
の
古
代
（das griechisch- röm

isch- orientalische A
ltertum

）
に
ま
で
遡
る
。
と
い
う
の
も
、
壁
掛
け
や
垂
れ
幕
に
描
か
れ
て
い

る
形
像
場
面
を
書
留
め
た
往
昔
の
文
筆
家
を
読
む
と（K

arl Joachim
 M

arquardt, 1812-1882. : D
as Privatleben der Röm

er, 1879-1882. Ⅱ
. 

A
uflage besorgt von A

ugust M
au, 1840-1909. Ⅱ

. A
uflage, 1886. S. 531 ff.

）、
後
期
古
代
織
布
芸
術
の
作
業
可
能
性
に
つ
い
て
エ
ジ
プ
ト

出
土
品
か
ら
観
取
で
き
る
事
柄
す
べ
て
に
照
し
て
、
制
作
に
つ
い
て
は
た
だ
ひ
と
つ
、
平
織
の
技
術
し
か
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

明
か
に
古
代
人
の
芸
術
的
感
覚
は
作
風
（stilistisch
）
と
し
て
、
ル
ネ
サ
ン
ス
文
化
担
い
手
の
芸
術
的
感
覚
と
同
様
、
形
像
ゆ
た
か
な

壁
掛
け
絨
毯
と
い
う
調
度
に
は
さ
ほ
ど
心
を
向
け
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
種
の
品
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
織
る
に
は
、（
家
具
覆
い

や
垂
れ
幕
な
ど
）
程
度
の
低
い
使
用
目
的
用
の
織
布
生
産
に
早
く
も
杼ひ

の
使
用
が
き
わ
め
て
広
範
囲
に
導
入
さ
れ
て
以
後
で
す
ら
、
依

然
と
し
て
、
線
を
操
る
自
由
に
制
約
の
な
い
平
織
が
最
適
の
技
法
で
あ
り
続
け
た
。

　

い
わ
ゆ
る
ゴ
ブ
ラ
ン
織
が
正
当
に
も
古
く
か
ら
占
有
せ
る
高
い
声
望
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
が
今
日
こ
の
技
法
の
創
案
者
と
目
さ
れ
る
こ

と
に
多
大
の
価
値
を
置
く
の
も
当
然
と
思
わ
せ
る
。
し
か
し
フ
ラ
ン
ス
人
の
権
利
主
張
に
は
根
拠
が
な
い
と
す
る
の
に
、
こ
と
さ
ら
古

代
の
タ
ウ
リ
ス
［
現
在
の
ク
リ
ミ
ア
］
や
エ
ジ
プ
ト
の
出
土
品
を
持
出
す
ま
で
も
な
い
。
今
日
な
お
オ
リ
エ
ン
ト
や
南
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

家
内
仕
事
（H

ausfleiß

）
と
し
て
作
ら
れ
て
い
る
品
々
を
念
入
り
に
観
察
す
る
だ
け
で
、
こ
う
し
た
織
物
と
ゴ
ブ
ラ
ン
織
と
の
技
術
的
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共
通
性
は
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
（
＊
）。

（
＊
）
上
記
（
一
二
頁
）Perrot et Chipiez

（H
istoire de l'art dans l'antiquité,Ⅴ

. p.194

）
は
ゴ
ブ
ラ
ン
織
制
作
とY

uruk- N
om

ade

［
ネ

ネ
ツN

enetz

（Y
urak, Y

urak Sam
oyed

と
も
呼
ば
れ
る
）
─
─
西
シ
ベ
リ
ア
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ロ
シ
ア
最
北
部
に
か
け
て
の
ツ
ン
ド
ラ
地

帯
に
住
む
ト
ナ
カ
イ
遊
牧
民
］
の
織
布
制
作
と
の
技
法
的
同
一
性
を
無
造
作
に
容
認
す
る
が
、
そ
の
さ
い
両
人
は
技
法
の
記
述
（p.193

）
で

は
添
毛
手
結
び
（K

nüpferei

）
を
眼
中
に
置
い
て
い
る
─
─
オ
リ
エ
ン
ト
絨
毯
制
作
の
基
本
的
な
二
技
法
の
混
同
で
あ
り
、
こ
れ
ほ
ど
に
優

れ
た
芸
術
研
究
者
で
す
ら
犯
し
て
い
る
か
ら
に
は
、
二
技
法
を
混
同
す
る
か
ら
と
て
公
衆
を
責
め
る
こ
と
は
な
る
ま
い
。

　

最
近
、
国
立
ゴ
ブ
ラ
ン
織
製
作
所
の
所
長Gerspach

も
や
は
り
ゴ
ブ
ラ
ン
織
の
歴
史
の
古
い
こ
と
を
認
め
て
い
る
［Edouard 

Gerspach, 1833-1906. A
dm

inistrateur de la M
anufacture N

ationale des Gobelins. : Les T
apisseries Coptes. I. édition, 

1890. p.6

］。

　

も
ち
ろ
ん
今
日
の
オ
リ
エ
ン
ト
織
布
で
最
も
広
く
最
も
普
通
に
行
渡
る
品
キ
リ
ム
（K

ilim

）
を
見
て
ゴ
ブ
ラ
ン
織
を
思
う
こ
と
は

難
し
い
。
狭
い
意
味
で
の
キ
リ
ム
は
な
お
、
ほ
と
ん
ど
最
低
度
と
し
て
よ
い
織
布
段
階
、
つ
ま
り
縦
糸
の
全
幅
を
縞
風
に
飾
る
だ
け
で

特
徴
は
た
だ
畝
模
様

0

0

0

（Ripsbindung

）
に
し
か
な
い
と
い
う
段
階
に
あ
る（
＊
）。
他
方
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
取
引
で
切
望
さ
れ
る
種
類
の
キ
リ

ム
、
縦
横
双
方
で
等
し
い
模
様
と
な
る
ゆ
え
ペ
ル
シ
ア
で
は
複
視

0

0

（doppelsichtig

）
の
品durujeh

（
ド
ゥ
ル
イ
ェ
ー
）
と
呼
ば
れ
る
が
、

こ
れ
に
は
す
で
に
装
飾
文
様
が
な
く
て
は
い
け
な
い
。
そ
れ
で
も
や
は
り
こ
れ
は
、
原
始
的
な
平
織
の
求
め
る
、
さ
き
（
一
一
頁
以
下
）

に
詳
し
く
説
い
た
要
求
を
完
全
に
充
た
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
、
原
則
と
し
て
キ
リ
ム
に
は
縁
飾
り
が
な
い

0

0

0

0

0

0

（Bordüre entbehrt

）

と
い
う
こ
と
は
卓
抜
の
特
色
で
あ
る
。

　

 （
＊
）
遊
牧
民Y

uruk
– N

om
ade

が
小
ア
ジ
ア
で
キ
リ
ム
制
作
に
用
い
て
い
る
織
機
をK

arabacek

が
紀
要M

itteilungen des 

Ö
sterreichischen M

useum
s, X

X
, S. 324

で
語
り
、
同
頁
に
下
記
の
書
か
ら
借
用
の
図
版
を
添
え
て
い
る
―O

tto Benndorf, 1838-1907

―
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George N

iem
ann, 1841–1912. : Reisen in Lykien und K

arien. W
ien 1884.

　

こ
の
装
飾
文
様
、
今
日
の
オ
リ
エ
ン
ト
平
織
絨
毯

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
好
ん
で
仕
切
り
垂カ

ー
テ
ン幕
と
し
て
使
わ
れ
る
も
の
の
オ
リ
エ
ン
ト

で
は
壁
掛
け
絨
毯
の
目
的
規
定
は
ほ
ぼ
完
全
に
失
わ
れ
て
、
現
在
で
は
着
衣
目
的
（Plaid

格プ

ラ

ド

子
縞
肩
掛
やD

ecke

掛
布
）
の
た
め
に
ば
か

り
か
床ゆ

か
じ
き敷
（
こ
と
に
祈
禱
用
膝
敷
）
に
ま
で
も
使
わ
れ
て
い
る
と
見
え
る
が
、
こ
の
今
日
の
絨
毯
の
装
飾
文
様
（O

rnam
entik

）
は
、
遠

く
逝
き
し
織
布
創
始
の
幼
児
期
を
思
出
さ
せ
る
極
め
て
原
始
的

0

0

0

（prim
itiv

）
な
文
様
で
あ
っ
て
、
起
源
や
成
立
を
思
う
と
、
わ
れ
わ
れ

が
西
洋
ゴ
ブ
ラ
ン
織
の
出
発
点
と
説
い
て
き
た
後
期
古
代
平
織

0

0

0

0

0

0

（hinter die spätantike W
irkerei

）
よ
り
も
さ
ら
に
過
去
へ
と
遡
ら
せ

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
後
期
古
代
の
世
界
で
は
平
織
の
技
術
を
一
方
で
は
最
大
限
の
仕
方
で
洗
練
し
育
成
し
つ
つ
、
あ
れ
こ

れ
特
有
の
条
件
の
も
と
他
方
で
は
本
来
の
野
生
自
然
的
性
質
に
お
い
て
も
、
原
始
的
な
幾
何
文
様
と
も
ど
も
、
直
角
に
段
々
の
積
重
な

る
輪
郭
と
か
、
様
式
化
の
荒
削
り
な
動
物
像
や
鳥
像
を
も
、
永
続
的
に
保
持
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
保
存
活
動
向
き
で
も
あ
っ
た
と
し
て
よ
か
ろ
う
原
産
地

0

0

0

（Ö
rtlichkeit

）
を
突
止
め
る
た
め
に
、
地
理
上
の
辺
鄙
な
地

域
へ
と
逸
れ
る
必
要
は
な
い
。
近
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
、
や
が
て
詳
し
く
戻
ら
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
こ
と
だ
が
個
々
の
地
方
で
は
、

過
去
何
百
年
か
の
様
式
変
遷
を
経
た
今
日
の
わ
れ
わ
れ
に
全
く
他
国
風
で
古
拙
の
感
を
与
え
る
、
あ
れ
こ
れ
の
工
芸
技
術
や
飾
粧
形
体

が
保
持
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
思
起
す
だ
け
で
十
分
で
あ
る
。
時
代
後
れ
の
状
態
に
こ
れ
ほ
ど
固
執
で
き
る
可
能
性
の
原
因

0

0

（U
rsache

）

を
問
え
ば
、
こ
れ
を
探
す
べ
き
と
こ
ろ
は
、
断
じ
て
発
達
の
遅
れ
て
い
る
文
化
状
態
の
な
か
で
な
く
、
す
で
に

0

0

0

乗0

越
え
ら
れ
た
経
済
的

0

0

0

0

0

0

0

0

な
諸
関
係

0

0

0

0

（überw
undene w

irtschaftliche V
erhältnisse

）
の
な
か
で
あ
る
。

　

そ
の
種
、
近
代
の
文
化
国
家
で
は
乗
越
え
ら
れ
て
久
し
い
経
済
的
な
事
情
は
、
あ
ら
ゆ
る
経
済
的
操
業
方
式
（Betriebssystem

）
で

最
初
の
も
の
、
家
内
仕
事

0

0

0

0

（H
ausfleiß

）
で
あ
り
、
こ
れ
が
一
家
族
内
に
お
け
る
衣
服
・
食
物
・
用
具
、
等
々
の
必
要
を
、
家
族
に
属

す
る
全
員
の
連
帯
す
る
労
働
に
よ
っ
て
、
職
人
や
商
人
の
手
間
は
取
ら
せ
ず
に
、
み
ず
か
ら
調
達
す
る
。
家
父
長
的
関
係
が
克
服
さ
れ
、
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す
で
に
一
種
の
分
業
が
弘
ま
っ
た
後
で
す
ら
、
ひ
と
の
必
需
と
す
る
一
群
の
品
々
、
こ
と
に
布
の
類
に
と
っ
て
家
内
仕
事
は
な
お
も
永

く
行
わ
れ
て
い
る
ま
ま
で
あ
る
。
だ
が
後
期
古
代

0

0

0

0

に
、
こ
の
よ
う
な
経
済
的
状
態
は
オ
リ
エ
ン
ト
あ
れ
こ
れ
の
地
帯

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
も
存
在
し
た
に

違
い
な
く
、
さ
よ
う
、
最
終
章
で
試
み
た
い
の
は
、
ま
さ
し
く
オ
リ
エ
ン
ト
で
は
家
内
仕
事
の
原
初
的
操
業
方
式
に
固
執
で
き
る
条
件

が
い
つ
で
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
よ
り
遙
か
豊
か
に
現
存
し
た
し
、
こ
の
点
に
こ
そ
同
時
に
、
手
仕
事
の
絨
毯
生
産
が
何
故
オ
リ
エ

ン
ト
で
は
、
し
か
も
実
質
的
に
は
た
だ

0

0

オ
リ
エ
ン
ト
で
の
み

0

0

、
太
古
以
来
の
仕
方
で
保
持
で
き
た
の
か
と
い
う
問
へ
の
答
も
含
ま
れ
て

い
る
、
と
し
て
よ
い
こ
と
の
証
明
で
あ
る
。

　

原
始
的
な
平
織
が
ロ
ー
マ
的
オ
リ
エ
ン
ト
の
大
地
で
後
期
古
代
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
の
直
接
的
証
拠

0

0

0

0

0

も
ま
た
、
恐
ら
く
言
葉
と
い

う
語
学
的

0

0

0

（sprachlich

）
前
提
か
ら
引
出
せ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
こ
の
証
拠
と
は
ま
さ
し
く
何
百
年
来
ほ
と
ん
ど
オ
リ
エ
ン
ト
だ
け

で
作
ら
れ
て
き
た
例
の
最
低
種
類
の
平
織
絨
毯
つ
ま
り
キ
リ
ム
（K

ilim

）
の
こ
と
で
あ
る
。

　

キ
リ
ム
と
は
羊
毛
ま
た
は
山
羊
毛
か
ら
織
ら
れ
る
、や
や
粗
目
の
品
で
あ
り
、耐
久
性
が
あ
る
の
で
、垂
れ
布
と
し
て
ば
か
り
で
な
く
、

さ
き
に
述
べ
た
通
り
天
幕
生
活
や
露
営
生
活
の
暫
時
の
床
張
り
と
し
て
も
、
寒
気
や
降
雨
を
防
ぐ
覆
い
布
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
。
と

こ
ろ
で
わ
れ
わ
れ
は
キ
リ
キ
ア

0

0

0

0

（kilikisch

）
山
羊
の
毛
に
よ
る
品
々
を
古
代
か
ら
教
わ
る
が
、作
ら
れ
て
い
た
の
は
粗
目
の
外
套
・
大
袋
・

小
袋
で
あ
り
、
悪
天
候
に
備
え
て
家
を
守
る
垂
れ
幕
で
あ
り
、
睡
眠
用
の
覆
い
布
、
戦
争
で
は
火
や
矢
を
防
ぐ
覆
い
布
、
家
畜
用
の
粗

い
刷
毛
布
で
あ
り
、フ
ェ
ル
ト
の
上
覆
き
で
あ
っ
た
（
上
掲
一
九
頁M

arquardt– M
au. S. 479

）。
織
合
せ
た
毛
糸
の
出
所
か
らcilicia

（
キ

リ
キ
ア
）
と
呼
ば
れ
た
品
々
は
恐
ら
く
キ
リ
ム
（K

ilim

）
と
結
付
け
て
よ
か
ろ
う
が
、
キ
リ
キ
ア
と
キ
リ
ム
と
は
使
用
目
的
に
お
い
て

も
実
質
的
に
合
致
す
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
原
材
料
に
つ
い
て
は
キ
リ
キ
ア
羊
毛
に
限
ら
れ
は
せ
ず
、
代
り
に
フ
リ
ュ
ギ
ア
や
ア
フ

リ
カ
や
ス
ペ
イ
ン
か
ら
の
長
毛
の
羊フ

リ
ー
ス毛
を
も
用
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
て
キ
リ
キ
ア
な
る
言
葉
が
故
郷
の
狭
い
圏
内

を
越
え
た
次
第
も
説
明
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
だ
が
こ
こ
で
き
わ
め
て
注
目
に
値
す
る
の
は
、
典
型
的
な
キ
リ
ム
が
今
日
な
お
遊
牧
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民Y
uruk

– N
om

ade

に
よ
り
小
ア
ジ
ア
で
作
ら
れ
て
い
る
事
実
で
あ
る
─
─
す
な
わ
ち
直
か
の
隣
り
に
は
古
代
の
キ
リ
キ
ア
も
生
れ

て
い
る
大
地
の
こ
と
で
あ
る
。
後
期
ギ
リ
シ
ア
語
か
ら
の
借
用
と
し
て
の
キ
リ
ム
な
る
語
に
つ
い
て
、
右
の
説
明
が
語
学
的
に
正
し
い

と
認
め
ら
れ
る
か
否
か
は
オ
リ
エ
ン
ト
学
者
に
決
め
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

す
で
に
示
唆
し
た
こ
と
だ
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
わ
れ
わ
れ
の
十
九
世
紀
に
ま
で
、
ど
こ
ろ
か
一
部
で
は
今
日
な
お
、
技
術
面
で
も

装
飾
文
様
面
で
も
オ
リ
エ
ン
ト
の
キ
リ
ム

0

0

0

に
最
も
近
い
同
類
と
見
え
る
平
織
絨
毯

0

0

0

0

が
作
ら
れ
て
い
る
。
主
に
南
ス
ラ
ヴ
人
、
こ
と
に
セ

ル
ビ
ア
人
お
よ
び
ブ
ル
ガ
リ
ア
人
の
平
織
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
同
じ
技
術
の
行
使
を
ブ
コ
ヴ
ィ
ナ
（Bukow

ina

）

地
方
や
南
東
ガ
リ
チ
ア
（Südostgalizien

）
地
方
の
ル
テ
ニ
ア
人
、
ジ
ー
ベ
ン
ビ
ュ
ル
ゲ
ン
（Siebenbürgen

）
地
方
や
バ
ナ
ト
（Banat

）

地
方
の
ル
ー
マ
ニ
ア
人
も
近
代
に
ま
で
保
持
し
て
き
た
。

　

こ
の
事
情
に
つ
い
て
比
較
的
最
も
よ
く
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
は
南
ス
ラ
ヴ

0

0

0

0

で
あ
る
。
一
方
で
は
こ
れ
ら
南
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
種
族
と
他

方
で
は
ト
ル
コ
人
と
の
あ
い
だ
で
後
期
中
世
以
来
わ
れ
わ
れ
の
十
九
世
紀
に
ま
で
支
配
的
で
あ
っ
た
緊
密
な
政
治
的
関
係
を
思
え
ば
、

こ
れ
ま
で
は
確
か
に
、
南
ス
ラ
ヴ
人
の
住
む
地
方
の
少
く
と
も
大
部
分
は
歴
史
的
概
念
な
る
オ
リ
エ
ン
ト
の
も
と
に
一
括
す
る
の
が
正

し
い
と
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
こ
こ
か
ら
南
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
絨
毯
平
織
に
つ
い
て
引
出
さ
れ
た
の
は
、
当
の
平
織
は
こ
の
地
方
の
自
生

0

0

な
ら
ず

0

0

0

、
オ
ス
マ
ン
ト
ル
コ
人
侵
略
と
と
も
に
初
め
て
オ
リ
エ
ン
ト
か
ら
移
植

0

0

0

0

0

0

0

0

0

さ
れ
た
と
見
る
結
論
で
あ
っ
た
。
こ
の
見
方
は
歴
然
た

る
双
方
の
装
飾
文
様
の
合
致

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
た
が
、
実
の
と
こ
ろ
当
の
装
飾
文
様
（O

rnam
entik

）
は
、
原
始
的
生
産
に
共
通
す

る
様
式
条
件
は
度
外
視
の
ま
ま
、
こ
の
文
様
を
こ
そ
共
通
す
る
オ
リ
エ
ン
ト
の
根
元
へ
と
還
元
さ
せ
た
い
と
し
て
払
わ
れ
て
き
た
努
力

の
的
な
の
で
あ
る
。
突
詰
め
る
と
経
済
的
操
業
事
情
が
同
じ
で
あ
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

も
ま
た
、
南
ス
ラ
ヴ
と
オ
リ
エ
ン
ト
の
絨
毯
平
織
に
共
通
性

の
性
格
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
仮
に
も
、
さ
し
あ
た
り
双
つ
の
領
域
を
由
来
は
一
緒
と
い
う
立
場
か
ら
見
な
い

0

0

0

な
ど
と

な
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
わ
れ
わ
れ
を
驚
か
す
に
違
い
な
か
ろ
う
。
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こ
の
明
白
な
類
同
性
を
南
ス
ラ
ヴ
と
オ
リ
エ
ン
ト
の
絨
毯
に
思
え
ば
、
南
ス
ラ
ブ
の
絨
毯
平
織
に
や
や
精
し
く
立
入
る
の
が
望
ま
し

い
で
あ
ろ
う
。

　

ま
ず
最
初
に
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
機は

た

織
り
が
南
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
多
く
の
地
方
で
、
何
十
年
か
前
に
は
ま
だ
行
わ

れ
て
い
た
と
立
証
で
き
る
の
に
、
す
で
に
今
日
で
は
消
滅
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
セ
ル
ビ
ア
王
国
内
の
都
市Pirot

の
ご
と

く
今
日
ま
で
活
気
あ
り
と
確
め
ら
れ
る
別
の
場
所
を
見
る
と
、
機
織
り
が
保
た
れ
て
い
る
の
は
た
だ
、
こ
れ
が
も
は
や
完
全
純
粋
に
は

原
初
の
性
格
を
保
持
せ
ず
、
市
場
の
た
め
に
労
働
す
る
家
内
工
業
（
ど
こ
か
近
代
ロ
シ
ア
家
内
工
業
の
流
儀
に
よ
る
）
の
性
格
を
身
に
つ
け

て
い
る
と
い
う
事
情
に
よ
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
オ
リ
エ
ン
ト
絨
毯
平
織
と
の
類
比
を
摑
む
た
め
に
は
適
切
な
地
域
の
製
品
、

確
か
に
技
術
は
い
ま
や
完
全
に
消
滅
し
た
と
見
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
で
も
ま
こ
と
に
多
く
の
遺
例
、
ま
こ
と
に
精
し
い
報
告

が
保
持
さ
れ
て
い
る
ゆ
え
に
、
こ
れ
ら
か
ら
以
前
の
状
態
の
信
頼
で
き
る
姿
を
仕
立
て
る
こ
と
が
可
能
な
製
品
に
頼
る
方
が
よ
い
で
あ

ろ
う
。

　

こ
う
し
た
条
件
に
比
較
的
最
も
よ
く
適
う
の
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
セ
ル
ビ
ア
人
で
あ
り
、
し
か
も
格
別
シ
ル
ミ
ア
人

（Syrm
ien

）
の
地
方
だ
が
、
こ
こ
で
は
二
三
十
年
前
に
は
な
お
工
芸
的
な
家
内
仕
事
が
き
わ
め
て
広
々
と
保
た
れ
て
い
た
。
こ
こ
か
ら

出
た
平
織
絨
毯
の
例
が
第
三
図
で
あ
る
。
見
て
即
座
に
気
付
く
の
は
原
始
的
な
平
織

−

装
飾
文
様
の
様
式
化
の
徴
標
、
す
な
わ
ち
斜
め

に
運
ば
れ
る
輪
郭
の
直
角
状
の
段
々
で
あ
り
、
縦
糸
に
対
し
て
垂
直
に
走
る
平
行
線
で
あ
り
、
直
線
の
図
式
に
様
式
化
さ
れ
た
鳥
の
姿

で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
過
ぎ
去
り
し
シ
ル
ミ
ア
絨
毯
平
織
の
経
済
的
技
術
的
性
格
と
な
れ
ば
、
ア
ー
グ
ラ
ム
［Zagreb

の
ド
イ
ツ
語
名
］
工

芸
博
物
館
長
ク
ル
シ
ュ
ニ
ャ
フ
博
士
（Izidor

［Iso

］K
ršnjavi, 1845

–1927. D
irektor des A

gram
er Gew

erbem
useum

s

）
が
、
一
八
八
一

年
か
ら
八
二
年
に
か
け
て
の
冬
ウ
ィ
ー
ン
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
博
物
館
で
行
っ
た
講
演
で
、
当
の
性
格
に
つ
い
て
知
る
価
値
あ
る
こ
と
の

す
べ
て
を
伝
え
て
い
る
（Ü

ber die slavische H
ausindustrie. in: M

itteilungen des Ö
sterreichischen M

useum
s, ⅩⅦ

. S. 57ff.

）。
わ
け
て
も
博
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士
が
語
る
の
は
以
下
の
こ
と
で
あ
る
―
―
。

　
「
南
ス
ラ
ヴ
の
人
々
で
は
絨
毯
は
床ゆ

か
じ
き敷
と
し
て
用
い
ら
れ
ず
、
机
や
寝
床
を
飾
り

0

0

0

0

0

0

0

（schm
ücken

）、
雨
の
日
に
は
肩プ

レ
ー
ト掛
（Plaid

）
と

し
て
羽
織
ら
れ
る
。
絨
毯
は
使
用
品
と
い
う
よ
り
贅
沢
品
で
あ
る
。
農
家
、
こ
と
に
軍
事
境
界
地
帯
（M

ilitärgrenze

）
の
農
家
に
は

信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
多
量
の
絨
毯
が
貯
え
ら
れ
て
い
る
。
絨
毯
は
娘
の
嫁
入
仕
度
の
主
部
を
成
し
、
一
家
安
寧
の
尺
度
で
も
あ
る
。
こ

の
こ
と
が
、
何
故
こ
の
種
の
絨
毯
の
商
談
が
難
し
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

か
の
理
由
で
も
あ
る
。
絨
毯
を
売
る
と
は
恥
で
あ
り
、
や
む
を
得
ず
売
る
と
決
め

れ
ば
法
外
な
値
段
に
し
か
な
ら
ぬ
次
第
…
…
…
。
絨
毯
の
技
術
は
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、
私
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
数
え
た
―
―
三
種
類
の
縦た

て

第三図
シルミア平織絨毯



26

細井　雄介

機は
た

織
り
（haut– lisse

– W
eberei

［
＝W

irkerei 

平
織
―
―
リ
ー
グ
ル
の
注
記
］）
で
、
こ
れ
ら
ゴ
ブ
ラ
ン
風
の
絨
毯
はčilim

i

（
チ
リ
ム
）
と

呼
ば
れ
て
い
る
（
＊
）。
第
一
種
で
は
一
面
だ
け
が
平す

べ
す
べ滑
に
織
ら
れ
て
い
て
、
裏
面
で
は
あ
か
ら
さ
ま
に
糸
が
垂
れ
て
い
る
。
第
二
種
で

は
両
面
と
も
平
滑
で
糸
の
末
端
部
分
は
織
込
ま
れ
て
い
る
が
、
模
様
は
い
ず
れ
も
別
々
に
離
在
で
、
模
様
同
士
の
ぶ
つ
か
る
箇
所
で
は

縫
い
合
さ
れ
て
い
な
い
隙
間
が
残
る
。
こ
う
し
たrešm

e

（
レ
シ
ュ
ム
）
も
織
込
ま
れ
る
の
で
、
最
後čilim

i

（
チ
リ
ム
）
の
第
三
種
は

表
裏
と
も
平
滑
な
面
を
示
し
て
い
る
」。

　

 （
＊
）
言
葉
と
し
て
ル
テ
ニ
ア
人
のK

ilim
ek

と
同
様
オ
リ
エ
ン
ト
のK

ilim

に
き
わ
め
て
似
通
う
が
、
世
間
で
思
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
ト
ル

コ
か
ら
の
借
用
で
あ
る
は
ず
は
な
い
。
と
い
う
の
も
ト
ル
コ
語
のK

ilim

に
は
、
二
二
頁
に
見
た
通
り
、
後
期
古
代
の
呼
称
に
遡
る
可
能
性
が

あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

ど
の
よ
う
な
語
義
で
あ
れ
、
こ
う
し
た
言
葉
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
、
セ
ル
ビ
ア
人
の
絨
毯
平
織
が
、
絨
毯
の
使
用
目
的

0

0

0

0

に
つ
い

て
も
経
営

0

0

関
係
に
お
い
て
も
大
体
は
小
ア
ジ
ア
遊
牧
民Y

uruk
– N

om
ade

の
キ
リ
ム
生
産

0

0

0

0

0

と
等
し
い
段
階
に
立
っ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
つ
ど
の
家
族
成
員
が
自
分
ら
自
身
に
必
要
な
品
々
を
作
り
出
す
の
は
学
問
的
意
味
に
お
け
る
生
業

0

0

（Gew
erbe

）
で
も
家0

内
工
業

0

0

0

（H
ausindustrie

）
で
も
な
く
、
家
族
成
員
の
家
内
仕
事

0

0

0

0

（H
ausfleiß

）
で
あ
る
。
さ
ら
に
技
術
と
な
れ
ば
、
上
記
三
種
類
の

čilim
i

（
チ
リ
ム
）
で
容
易
に
気
付
く
の
は
、
第
一
種
で
は
、
ぶ
ら
ぶ
ら
垂
れ
る
糸
の
端
末
が
や
や
厚
い
詰ク

ッ
シ
ョ
ン物
に
な
る
違
い
だ
け
が
特
性

（
た
だ
し
こ
れ
は
オ
リ
エ
ン
ト
で
も
見
ら
れ
る
―
―
リ
ー
グ
ル
の
注
記
）
と
な
っ
て
い
る
キ
リ
ム
、
第
二
種
で
は
ペ
ル
シ
ア
人
のdurujeh

（
ド
ゥ

ル
イ
ェ
ー
）
も
し
く
は
本
来
の
意
味
で
の
キ
リ
ム
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
セ
ル
ビ
ア
絨
毯
平
織
の
技
術
お
よ
び
装
飾
文
様
に
見
え
る
原
始
的

0

0

0

（prim
itiv

）
性
格
に
つ
い
て
は
、
も
は
や
、
こ
う
し
た
機

織
り
は
オ
ス
マ
ン
ト
ル
コ
の
侵
略
と
と
も
に
オ
リ
エ
ン
ト
か
ら
バ
ル
カ
ン
半
島
へ
移
植
さ
れ
た
と
の
意
見
に
固
執
し
な
い
で
も
、
こ
れ

ま
で
ほ
ど
に
は
迷
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
保
留
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
織
布
技
術
は
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
帝
国
没
落
以
前

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

す
で
に
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永
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
地
で
行
わ
れ
て
い
た
と
し
て
よ
い
可
能
性
で
あ
る
。
こ
の
可
能
性
を
認
め
る
こ
と
へ
の
疑
念
は
、
オ
リ
エ
ン
ト

の
直
接
的
影
響
は
完
全
に
排
除
で
き
る
と
見
え
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
地
方
で
も
絨
毯
平
織
の
存
在
す
る
こ
と
を
立
証
で
き
れ
ば
、
こ
と
ご

と
く
消
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

北
ス
ラ
ヴ

0

0

0

0

の
一
種
族
、
ト
ル
コ
直
接
の
永
続
的
支
配
下
に
立
つ
こ
と
の
な
か
っ
た
ブ
コ
ヴ
ィ
ナ
地
方
や
南
東
ガ
リ
ツ
ィ
ア
地
方
の
ル

テ
ニ
ア
人
で
も
平
織
は
見
ら
れ
る
（
第
四
図
）
と
い
う
事
情
が
す
で
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
絨
毯
平
織
の
オ
ス
マ
ン
ト
ル
コ
起
源
説
に
疑
念

を
湧
か
せ
る
好
材
料
で
あ
ろ
う
。た
だ
し
こ
の
領
域
で
は
相
変
ら
ず
、何
百
年
に
も
わ
た
り
東
ガ
リ
ツ
ィ
ア
地
方
は
南
ロ
シ
ア
の
タ
タ
ー

ル
人
と
近
し
い
関
係
を
保
っ
て
き
た
、
と
の
反
論
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　

第四図
ルテニア平織絨毯

　

さ
ら
に
イ
タ
リ
ア

0

0

0

0

、
き
わ
め
て
高
い
教
養
と
き
わ
め
て
深
い
無
知
と
が
い
つ
で
も
隣
合
っ
て
い
た
国
土
で
は
、
ラ
フ
ァ
エ
ル
ロ
以
来
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ほ
ぼ
四
百
年
の
今
日
な
お
マ
チ
ェ
ラ
ー
タ
（M

acerata

）
市
近
傍
に
縞
柄
多
様
な
平
織
の
生
産
が
地
方
の
家
内
仕
事
と
し
て
行
わ
れ
て

い
る
の
を
目
に
し
て
、
こ
の
ば
あ
い
古
来
の
遺
産
の
確
率
は
ど
れ
ほ
ど
大
き
く
語
っ
て
も
よ
い
と
は
い
え
、
や
は
り
こ
こ
で
す
ら
、
ア

ド
リ
ア
海
に
近
い
の
で
実
際
に
は
、
平
織
の
根
基
は
オ
リ
エ
ン
ト
と
見
る
臆
測
を
完
全
に
は
排
除
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

だ
が
実
際
に
今
日
さ
き
ほ
ど
求
め
た
証
拠
は
少
し
も
疑
い
の
な
い
仕
方
で
提
供
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
南
ス
ラ
ヴ
地
方
に
お

け
る
絨
毯
平
織
の
オ
ス
マ
ン
ト
ル
コ
起
源
な
る
理
論
の
信
奉
者
が
夢
に
も
予
期
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
地
域
、
す
な
わ
ち
ス
カ
ン
デ
ィ

0

0

0

0

0

ナ
ヴ
ィ
ア
半
島

0

0

0

0

0

0

に
お
い
て
で
あ
る
。

　

最
近
ク
リ
ス
チ
ャ
ニ
ア
［O

slo

の
旧
称
］
技
芸
産
業
［
工
芸
］
博
物
館
の
管
理
者
グ
ロ
シ
ュ
（H

. Grosch  

詳
細
不
明
）
は
、
何
百
年
来

ノ
ル
ウ
ェ
ー
で
家
内
仕
事
と
し
て
作
ら
れ
た
多
数
の
平
織
家
具
覆
い
絨
毯
（
第
五
図
）
の
書
を
公
刊
し
た
（H

. Grosch, Gam
le norske 

taepper

（altnorw
egische T

eppichm
uster

）. Berlin, A
sher, 1889

）（
＊
）。
こ
の
書
で
ノ
ル
ウ
ェ
ー
絨
毯
に
登
場
す
る
模
様
と
南
ス
ラ
ヴ
お

第五図
ノルウェー平織絨毯
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よ
び
オ
リ
エ
ン
ト
の
平
織
絨
毯
の
模
様
と
の
類
似
性
（A

lois Riegl, D
ie W

irkerei und der textile H
ausfleiß. in: K

unstgew
erbeblatt. N

eue 

Folge I, 1890. S. 22

）の
根
拠
を
サ
ラ
セ
ン
な
い
し
オ
ス
マ
ン
ト
ル
コ
な
る
オ
リ
エ
ン
ト
の
直
接
的
影
響
と
す
る
こ
と
は
全
然
で
き
な
い
。

ど
こ
ろ
か
、
こ
れ
を
遙
か
に
越
え
る
遠
い
時
代
に
こ
そ
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
絨
毯
平
織
の
起
源
は
求
め
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
こ
こ

に
出
合
う
原
始
的
性
格
を
見
れ
ば
、
こ
の
平
織
は
ノ
ル
マ
ン
人
に
と
っ
て
多
分
フ
ラ
ン
ク
族
文
化
と
の
接
触
以
前
か
ら
す
で
に
知
ら
れ

て
い
た
と
捉
え
る
こ
と
す
ら
不
可
能
で
な
い
。だ
が
こ
こ
か
ら
生
じ
る
の
は
南
ス
ラ
ヴ
人
に
と
っ
て
も
平
行
し
て
当
嵌
る
結
論
で
あ
り
、

す
な
わ
ち
南
ス
ラ
ヴ
人
も
ま
た
諸
々
の
ド
ナ
ウ
地
方
で
オ
リ
エ
ン
ト
人
と
の
接
触
に
入
る
よ
り
遙
か
以
前
に
絨
毯
平
織
は
す
で
に
知
っ

て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
こ
の
筋
道
で
休
む
暇
な
く
わ
れ
わ
れ
は
、
さ
ら
な
る
仮
定
へ
と
押
し
遣や

ら
れ
る
―
―
原
始
的
な
キ

0

0

0

0

0

リ
ム
の
機
織
り
は
初
期
中
世
に
は
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
を
越
え
て

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

拡
が
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

 （
＊
）Grosch

の
書T

afel Ⅴ
Ⅲ

に
よ
る
の
が
第
五
図
で
あ
る
。
か
な
り
長
い
線
を
た
だ
（
上
か
ら
下
へ
の
）
縦
糸
と
垂
直
に
ば
か
り
か
（
右

か
ら
左
へ
の
）
縦
糸
に
平
行
し
て
も
見
せ
て
い
る
限
り
、
こ
の
絨
毯
の
模
様
は
平
織
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
観
察
（
上
記
一
一
頁
）
に
矛
盾

す
る
と
見
え
る
。
だ
が
結
果
と
し
て
右
か
ら
左
へ
と
直
線
の
引
か
れ
る
と
こ
ろ
で
は
ど
こ
で
も
生
じ
る
は
ず
の
裂
目
が
、
こ
の
例
で
は
、
後
期

古
代
も
よ
く
知
っ
て
い
て
、
こ
と
に
正
方
形
文
様
片
を
布
地
に
挿
込
む
さ
い
規
則
的
に
用
い
て
い
た
手
段
に
よ
っ
て
避
け
ら
れ
て
い
る
と
見
え

る
。
す
な
わ
ち
縦
糸
方
向
の
直
線
上
で
互
い
に
ぶ
つ
か
り
合
う
二
つ
の
色
地
を
鋭
く
別
け
て
の
隣
合
い
と
せ
ず
、
境
界
線
と
な
る
縦
糸
を
共
有

物
と
し
て
双
方
に
摑
ま
せ
る
と
、
双
方
と
も
代
る
代
る
に
自
身
の
色
地
の
枠
を
越
え
て
横
糸
を
隣
り
の
色
地
に
覆
い
被
せ
て
、
こ
の
横
糸
が
隣

り
の
色
地
の
最
も
外
が
わ
の
縦
糸
を
包
み
込
ん
で
し
ま
う
。
こ
う
な
る
と
色
地
の
双
方
は
互
い
に
鋭
く
は
引
離
さ
れ
ず
、
ジ
グ
ザ
グ
の
線
で
別

け
ら
れ
て
い
る
と
目
に
映
る
。
第
五
図
も
精
し
く
見
る
と
、
右
か
ら
左
へ
と
走
る
直
線
全
部
に
は
鋸
歯
状
の
ギ
ザ
ギ
ザ
あ
り
と
見
え
る
で
あ
ろ

う
。
と
り
わ
け
目
に
付
く
の
は
、
布
地
の
縁
辺
へ
向
う
上
下
の
境
界
線
、
さ
ら
に
四
つ
の
八
角
形
そ
れ
ぞ
れ
の
上
下
の
境
界
線
、
最
後
に
様
式

化
さ
れ
た
動
物
像
の
右
と
同
じ
方
向
に
走
る
輪
郭
線
で
あ
る
。
―
―
し
か
し
、
す
っ
き
り
せ
ず
に
震
え
て
い
る
輪
郭
を
生
む
の
で
、
い
つ
の
世
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に
も
、
こ
の
手
段
は
応
急
策
で
し
か
な
か
っ
た
。

　

こ
れ
ほ
ど
永
く
右
の
原
始
的
な
機
織
り
に
固
執
し
て
き
た
の
は
た
だ
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
人
と
若
干
の
ス
ラ
ヴ
種
族
だ
け
で
あ

り
、
こ
の
事
情
は
あ
れ
こ
れ
同
じ
よ
う
に
平
行
す
る
原
因
か
ら
説
明
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
な
か
で
は
地
理
的

0

0

0

孤
立
と
と
も
に
経0

済
的

0

0

（w
irtschaftlich

）
関
係
が
最
大
の
役
割
を
演
じ
て
い
る
。
さ
き
の
ノ
ル
ウ
ェ
ー
絨
毯
平
織
の
生
れ
た
土
台
た
る
生
産
方
式
を
グ

ロ
シ
ュ
は
家
内
仕
事

0

0

0

0

（H
ausfleiß

）
で
あ
る
と
言
葉
で
認
め
て
い
る
―
―
す
な
わ
ち
小
農
場
の
労
働
か
ら
割
い
た
余
暇
に
自
家
の
必
需

品
を
手
仕
事
で
作
る
操
業
方
式
（Betriebssystem

  

経
営
体
系
）
の
こ
と
で
あ
る
。
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
半
島
で
は
こ
の
方
式
が
近
代

に
至
る
ま
で
広
汎
に
続
く
ま
ま
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
南
ス
ラ
ヴ
人
に
お
け
る
経
済
的
関
係
に
つ
い
て
ク
ル
シ
ュ
ニ
ャ
フ
（
上
掲
二
四

頁M
itteilungen, S. 58

）
の
語
る
と
こ
ろ
を
聞
く
こ
と
に
し
た
い
。
し
か
し
そ
の
さ
い
予
め
、
工
芸
の
文
献
で
こ
れ
ま
で
両
語
は
し
ぶ
と

く
混
同
さ
れ
て
い
る
が
、
ク
ル
シ
ュ
ニ
ャ
フ
の
選
ん
だ
家
内
工
業

0

0

0

0

（H
ausindustrie

）
の
語
は
学
問
的

−

国
民
経
済
学
的
な
意
味
で
は

家
内
仕
事

0

0

0

0

（H
ausfleiß

）
の
こ
と
と
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
家
内
工
業
は
主
と
し
て
ツ
ン
フ
ト
［Zunft

中
世
都
市
に
形
成
さ
れ

た
手
工
業
者
同
職
組
合
］
の
没
落
か
ら
生
じ
た
全
く
近
代
の
産
業
で
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
死
滅
の
判
決
の
下
さ
れ
た
家
内
仕
事
と
は
区
別
さ

れ
て
、
未
来
に
属
す
る
と
し
て
よ
か
ろ
う（
＊
）。
こ
の
よ
う
に
ク
ル
シ
ュ
ニ
ャ
フ
の
家
内
工
業

0

0

0

0

は
家
内
仕
事

0

0

0

0

と
同
一
の
こ
と
と
考
え
て
、 

　

 （
＊
）H

ausfleiß

とH
ausindustrie

と
の
区
別
に
つ
い
て
は
格
別
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
の
ブ
ラ
ウ
ン
博
士
（A

dolf Braun, 1862
–1929

）
の
基
礎

的
研
究
を
参
照
の
こ
と
―
―D

er H
ausfleiß in U

ngarn im
 Jahre 1884. Leipzig 1886. ; Zur Statistik der H

ausindustrie. W
ien 

1888. 

工
芸
の
操
業
方
式
の
問
題
に
つ
い
て
は
下
記
刊
行
誌
―
―in : D

eutsche W
orte. 1889, Juli– H

eft. 

こ
こ
で
は
根
本
的
な
専
門
的
知
識
か
ら
発
せ
ら
れ
た
ク
ル
シ
ュ
ニ
ャ
フ
の
適
確
な
言
葉
を
聞
取
り
た
い
―
―
。

　
「
家
内
工
業
は
ロ
シ
ア
で
も
ク
ロ
ア
チ
ア
や
ス
ラ
ヴ
ォ
ニ
ア
で
も
ス
ラ
ヴ
人
のH

auskom
m

union

（
家
仲
間
）
制
度
に
も
と
づ
い
て

い
て
、
当
然
こ
の
種
の
家
族
組
織
が
大
き
な
条
件
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
解
消
す
れ
ば
急
速
に
崩
壊
す
る
。
―
―
ロ
シ
ア
の
家
仲
間
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は
ク
ロ
ア
チ
ア
や
セ
ル
ビ
ア
の
家
仲
間
と
は
異
な
る
。
ロ
シ
ア
で
はGem

eindekom
m

union

（
会
衆
仲
間
）
で
あ
り
、
ク
ロ
ア
チ
ア

や
セ
ル
ビ
ア
で
はGem

einschaft des Fam
ilienbesitzes

（
家
族
財
産
の
共
有
体
）
で
し
か
な
い
。
ロ
シ
ア
で
は
家
仲
間
の
頭
領
は
同

時
にM

eister

（
親
方
）
で
も
あ
り
、
家
族
成
員
は
賃
金
な
し
で
共
通
家
政
お
よ
び
会
衆
利
益
の
た
め
に
労
働
す
る
。
ク
ロ
ア
チ
ア
人

お
よ
び
セ
ル
ビ
ア
人
で
は
家
族
成
員
の
全
員
が
耕
作
で
労
働
す
る
の
は
共
有
財
産
の
た
め
に
だ
け
で
あ
っ
て
、
家
内
工
業
の
産
物
は
作

り
出
し
た
仕
手
の
私
有
財
産
で
あ
る
。
―
―
双
方
と
も
真
正
な
家
内
工
業

0

0

0

0

0

0

0

（echte, w
ahre H

ausindustrie

）
で
あ
る
こ
と
で
ロ
シ
ア
の

国
民
的
（national
）
工
業
と
ク
ロ
ア
チ
ア
の
国
民
的
工
業
と
は
合
致
す
る
。
言
い
か
え
る
と
、
耕
作
が
休
み
の
と
き

0

0

0

0

0

0

0

0

に
し
か
農
夫
農
婦

は
家
内
工
業
に
従
事
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
労
働
時
間
は
限
ら
れ
て
い
る
。
双
方
の
相
違
は
、
ロ
シ
ア
で
は
家
内
工
業
は
郷
民
に
と
っ
て

重
要
な
生
計
手
段
だ
が
、
ク
ロ
ア
チ
ア
人
や
セ
ル
ビ
ア
人
で
は
た
だ
家
庭
で
の
使
用
に
必
要
な
も
の
し
か
作
ら
れ

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

0

0

0

0

0

0

な
い

0

0

こ
と
に
あ
る
」。

だ
が
こ
の
後
段
が
決
定
的
で
あ
っ
て
、
ク
ロ
ア
チ
ア

−

セ
ル
ビ
ア
の
生
産
方
式
は
た
だ
の
家
内
仕
事

0

0

0

0

（H
ausfleiß

）
と
刻
印
さ
れ
る
が
、

金
銭
獲
得
を
目
指
し
市
場
の
た
め
に
労
働
す
る
ロ
シ
ア
の
生
産
方
式
は
無
論
す
で
に
第
一
歩
の
家
内
工
業

0

0

0

0

0

0

0

0

（prim
äre H

ausindustrie

）

へ
前
進
し
て
い
る
と
見
え
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
ノ
ル
ウ
ェ
ー
人
で
も
南
ス
ラ
ヴ
人
や
オ
リ
エ
ン
ト
に
お
い
て
と
同
じ
く
、
平
織
の
根
差
し
て
い
る
土
台
は
家
内
仕
事
な

る
原
始
的
な
操
業
方
式
で
あ
る
。
さ
き
の
定
義
に
あ
た
り
、
こ
の
技
術
が
複
雑
な
道
具
を
必
要
と
し
な
い
ど
こ
ろ
か
、
ま
さ
に
締
出
す

こ
と
は
す
で
に
見
た
。
パ
リ
の
国
立
ゴ
ブ
ラ
ン
織
製
作
所
に
成
る
壁
掛
け
織
布
絵
画
は
今
日
な
お
ひ
た
す
ら
手
仕
事

0

0

0

0

0

0

0

（ausschließliche 

H
andarbeit

）
だ
け

0

0

で
作
ら
れ
る
。
こ
こ
で
の
機
械
的
調
整
は
縦
糸
縁
飾
り
の
処
理
に
尽
き
て
お
り
、
糸
捲
枠

ス
プ
ー
ルで
一
本
一
本
の
糸
を
捲

上
げ
た
り
押
遣
っ
た
り
の
必
要
な
し
に
縦
糸
を
直
線
と
非
直
線
と
の
二
列
に
別
け
る
処
理
だ
が
、
個
々
の
色
面
の
拡
が
り
は
微
小
で
、

仕
事
の
軽
減
と
言
っ
て
も
重
要
度
は
き
わ
め
て
低
い
。

　

た
だ
の
手
仕
事
と
し
て
平
織
作
業
の
進
み
具
合
は
き
わ
め
て
緩
慢

0

0

（langsam
）
で
あ
り
、
こ
う
し
て
比
較
も
な
ら
な
い
ほ
ど
多
く

0

0
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時
間

0

0

（viel Zeit

）
を
要
し
、
そ
れ
ゆ
え
ゴ
ブ
ラ
ン
織
一
枚
の
製
作
費
用
も
き
わ
め
て
高
額
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
ゴ
ブ
ラ
ン
織
の
価

格
算
出
に
は
確
か
に
画
家
の
下
絵
代
も
然
る
べ
く
入
る
が
、
し
か
し
費
用
総
計
の
最
大
部
分
は
長
く
手
間
の
か
か
る
作
業
に
よ
っ
て
決

ま
る
。
こ
の
こ
と
に
連
な
る
の
が
、
平
織
を
手
段
と
し
て
壁
掛
け
絨
毯
や
家
具
覆
い
絨
毯
を
資
力
乏
し
い
要
求
に
見
合
う
安
い
価
格
で

作
る
こ
と
が
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
工
業
に
と
っ
て
は
不
可
能
と
な
っ
て
い
る
事
情
で
あ
る
。

　

あ
り
ふ
れ
た
絨
毯
平
織
が
わ
れ
わ
れ
の
時
代
に
ま
で
保
た
れ
て
き
た
地
方
で
も
、
す
で
に
何
十
年
来
、
同
じ
事
情
が
当
嵌
る
の
は
決

し
て
不
思
議
で
な
い
。
そ
の
よ
う
な
場
所
で
忘
れ
去
ら
れ
る
前
に
太
古
の
伝
統
的
な
技
芸
行
使
を
保
存
し
た
い
と
し
て
、
確
か
に
近
代

の
工
芸
改
良
運
動
は
あ
れ
こ
れ
多
く
の
こ
と
に
手
を
出
し
て
き
た
。
こ
の
方
向
で
も
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
ボ
ス
ニ
ア
は
流
行
上
首
尾
の
地
と

な
っ
た
も
の
の
、
将
来
ま
で
確
実
か
ど
う
か
は
解
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
う
し
た
新
た
な
機
織
り
で
の
賃
金
獲
得
は
、
作
業
で
は

入
念
な
配
慮
が
乏
し
く
な
り
材
料
は
節
約
と
な
る
こ
と
で
し
か
生
じ
得
な
い
か
ら
で
あ
り
、
他
方
こ
の
こ
と
は
悪
名
高
い
品
質
低
下
と

い
う
結
果
を
招
か
ず
に
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ノ
ル
ウ
ェ
ー
で
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ニ
ア
技
芸
産
業
［
工
芸
］
博
物
館
が
古
い
自
生
土
着

絨
毯
平
織
の
蘇
生
に
着
手
し
て
、
成
果
が
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
他
方
ア
ー
グ
ラ
ム
工
芸
博
物
館
の
幾
度
か
名
を
挙
げ
た
館
長
ク

ル
シ
ュ
ニ
ャ
フ
博
士
は
、
故
郷
の
経
済
的
関
係
に
お
け
る
根
柢
的
変
革
を
明
晰
に
認
識
し
評
価
し
て
、
さ
ら
な
る
平
織
操
業
は
最
終
的

に
断
念
、
古
い
平
織
模
様
を
、
さ
し
あ
た
り
変
ら
ず
生
存
能
力
あ
る
添
毛
手
結
び

0

0

0

0

0

（K
nüpferei

）
の
技
術
に
よ
っ
て
後
世
に
伝
え
よ
う

と
努
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
総
じ
て
今
日
す
で
に
、平
織
絨
毯
の
領
域
で
の
将
来
に
は
も
は
や
本
来
の
オ
リ
エ
ン
ト
の
領
域
、

こ
と
に
（
小
ア
ジ
ア
のY

uruk

の
ご
と
き
）
遊
牧
民
の
住
ま
う
領
域
だ
け
し
か
顧
慮
さ
れ
な
い
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
だ
が
残
念

な
こ
と
に
早
く
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
家
内
仕
事
の
消
滅
を
導
い
た
同
じ
経
済
的
関
係
が
、
い
つ
小
ア
ジ
ア
に
も
導
入
さ
れ
て
絨
毯

平
織
の
太
古
の
技
術
の
運
命
を
十
中
八
九
は
最
終
的
に
封
印
す
る
で
あ
ろ
う
か
、
そ
の
時
点
は
か
な
り
予
測
で
き
る
の
で
あ
る
。

（
第
一
章　

平
織
絨
毯　

了
）
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ど
こ
か
異
国
趣
味
を
漂
わ
せ
る
絨
毯
は
い
わ
ゆ
る
「
民
芸
」
に
も
算
え
ら
れ
よ
う
か
。
民
芸
は
多
く
の
問
題
を
孕
む
語
だ
が
、
リ
ー

グ
ル
はV

olkskunst

（
郷
民
技
芸
・
民
族
芸
術
）
の
語
で
当
の
問
題
圏
を
扱
い
、
絨
毯
を
具
体
的
事
例
と
す
る
『
オ
リ
エ
ン
ト
古
絨
毯
』

を
公
刊
、
三
年
後
に
は
全
般
的
な
理
論
的
考
察
の
小
冊
子
を
著
し
た
。
こ
の
小
冊
子
の
「
序
」
を
こ
こ
に
、
絨
毯
考
も
納
ま
る
広
い
視

界
の
見
ら
れ
る
参
考
文
献
と
し
て
紹
介
す
る
。

　

翻
訳
の
底
本
は
下
記
の
通
り
で
あ
る
。

A
lois Riegl, V

olkskunst, H
ausfleiß und H

ausindustrie. Berlin 1894. N
achdruck (M

äander K
unstverlag, M

ittenw
ald 

1978

） S. 1
–6.
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「
郷
民
芸
術
・
家
内
仕
事
・
家
内
工
業
」（
一
八
九
四
年
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ア
ー
ロ
イ
ス
・
リ
ー
グ
ル

　
　
　
　

序

　

隠
れ
処が

で
控
え
目
に
咲
く
色
鮮
か
で
香
り
高
い
花
、
こ
れ
が
郷
民
芸
術（V

olkskunst  

民
芸
・
民
族
芸
術
）で
あ
る
と
世
の
人
は
し
ば
し

ば
譬
え
て
き
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
誰
に
も
知
ら
れ
親
し
ま
れ
何
千
倍
も
の
恍
惚
や
陶
酔
の
源
と
見
え
る
ロ
マ
ン
派
の
「
青
い
花
」

さ
な
が
ら
に
、
い
ま
だ
に
郷
民
芸
術
は
、
同
じ
運
命
を
こ
の
一
点
で
も
領
ち
合
い
つ
つ
、
こ
れ
が
ど
こ
か
ら
出
て
、
ど
こ
へ
行
く
の
か
、

精
し
く
究
め
た
い
と
企
て
、
郷
民
芸
術
自
身
の
存
在
を
根
柢
ま
で
掘
下
げ
よ
う
と
す
る
、
思
切
っ
た
人
の
手
を
知
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ

に
は
郷
民
芸
術
も
神
秘
の
息
吹
に
包
ま
れ
て
い
る
と
見
え
た
し
、
そ
れ
ゆ
え
、
厚
か
ま
し
い
手
で
冷
や
か
な
学
問
の
照
す
明
る
み
に
引

出
そ
う
、
博
物
学
的
体
系
の
紋
切
型
へ
嵌
込
も
う
と
、
ひ
と
た
び
企
て
た
り
す
れ
ば
、
郷
民
芸
術
か
ら
何
か
最
上
の
も
の
を
剥
取
り
は

せ
ぬ
か
と
恐
れ
も
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
も
思
う
に
、
郷
民
芸
術
の
歴
史
的
考
察
は
ど
こ
か
ら
、
と
な
れ
ば
一
緒
に
、
お
よ
そ
郷
民
芸
術
の
本
質
を
正
し
く
捉
え
る
鍵

は
ど
こ
か
ら
、
と
い
う
着
手
点
を
見
出
す
の
に
さ
ほ
ど
大
き
な
困
難
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
神
秘
を
侵
す
不
埓
者
は
疾
う
の
昔
に
見
付

か
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
ど
こ
に
郷
民
芸
術
の
出
発
点
は
あ
る
の
か
、
郷
民
芸
術
生
長
の
推
進
力
と
目
標
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
―
―

こ
れ
は
今
日
ほ
と
ん
ど
立
て
ら
れ
ず
、
ま
し
て
答
え
ら
れ
て
も
い
な
い
問
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
た
だ
、
郷
民
芸
術
に
触
れ
る
や
自
分

は
ま
だ
出
発
点
そ
の
も
の
の
間
近
に
在
る
、
人
間
が
美
を
感
じ
る
始
ま
り
、
芸
術
行
為
へ
向
う
衝
動
の
始
ま
り
に
あ
る
、
と
朧
気
に
感

じ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
難
し
さ
、郷
民
芸
術
を
歴
史
的
に
摑
ん
で
発
展
の
創
世
記
に
あ
た
る
局
面
を
見
定
め
る
こ
と
が
難
し
い
の
は
、
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恐
ら
く
主
と
し
て
、
価
値
は
ど
れ
ほ
ど
重
ん
じ
て
も
、
愛
好
の
度
が
大
言
壮
語
に
ま
で
高
ま
る
と
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
は
び
く
び
く
と

怯
え
て
、
郷
民
芸
術
が
も
つ
真
の
本
質
へ
の
問
を
避
け
て
き
た
か
ら
で
な
い
の
か
。
一
般
芸
術
史
と
は
国
際
的
な
芸
術
発
展
の
歴
史
に

他
な
ら
な
い
が
、
こ
う
し
て
、
一
般
芸
術
史
内
に
郷
民
芸
術
は
い
ま
も
正
し
い
場
所
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、
な
か
で
郷
民
芸
術
に

注
が
れ
た
と
思
え
る
の
は
一
瞬
の
流
し
目
だ
け
で
し
か
な
い
。

　

そ
れ
で
も
今
日
、
郷
民
芸
術

0

0

0

0

の
名
で
纏
め
て
当
然
と
し
て
よ
い
芸
術
的
な
出
来
事
の
概
念
や
本
質
や
範
囲
に
つ
い
て
、
一
度
は
精
確

に
釈
明
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
必
要
性
を
、
も
は
や
誰
ひ
と
り
見
誤
り
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
郷
民
芸
術
と
聴
け
ば
思
浮
べ

て
い
た
搖
れ
惑
う
霧
の
よ
う
な
表イ

メ
ー
ジ象
に
席
を
譲
ら
せ
て
、
輪
郭
定
か
な
姿
を
得
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
何
よ
り
も
ま
ず
足
場
を
、
こ
こ
に

立
つ
と
諸
々
の
疑
わ
し
い
外
見
が
明
澄
に
見
渡
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
境
界
も
不
動
と
見
定
め
ら
れ
る
立
脚
点
を
は
っ
き
り
さ
せ
な
く
て

は
い
け
な
い
。
郷
民
芸
術
の
境
界
に
つ
い
て
の
合
意
は
い
ま
も
成
っ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
も
主
と
し
て
は
、
学
問
的
に
確
実
な
右
の
ご

と
き
立
脚
点
が
こ
れ
ま
で
欠
け
て
い
た
と
い
う
事
情
に
こ
そ
帰
せ
ら
れ
る
。
ど
こ
で
郷
民
芸
術
は
終
っ
て
国
際
的
芸
術
の
王
国
が
始
ま

る
の
か
。
こ
の
問
は
わ
れ
わ
れ
に
向
け
て
到
る
と
こ
ろ
で
迫
っ
て
く
る
の
に
、
ど
こ
で
も
通
用
し
十
分
に
満
足
で
き
る
答
は
こ
れ
ま
で

返
さ
れ
て
い
な
い
ま
ま
で
あ
ろ
う
。わ
け
て
も
頻
繁
に
見
ら
れ
る
の
は
、国
際
的
に
流
行
す
る
趣
味
で
弘
ま
り
地
方
の
工
人
に
も
伝
わ
っ

た
こ
と
明
か
な
形
体
の
現
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
の
手
工
芸
的
創
造
活
動
の
所
産
が
、
た
ん
に
都
市
的
社
会
の
内
部
で
は
生

れ
て
い
な
い
か
ら
と
の
理
由
だ
け
で
、
あ
っ
さ
り
郷
民
芸
術
の
作
物
に
算
え
ら
れ
て
し
ま
う
光
景
で
あ
る
。
こ
こ
に
す
で
に
、
こ
れ
ま

で
無
い
と
し
た
見
晴
し
の
よ
い
足
場
は
ど
の
方
面
に
見
出
せ
る
か
、
ひ
と
つ
の
示
唆
が
あ
る
。
あ
る
作
物
が
郷
民
芸
術
に
属
す
る
か
否

か
と
判
定
す
る
に
は
、
芸
術
的
に
整
え
ら
れ
た
品
が
工
人
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
事
実
だ
け
で
な
く
、
当
の
品
の
成
る
に
あ
た
り
随
伴
し

た
諸
事
情
を
も
顧
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
き
に
見
た
が
、
こ
の
と
き
直
ち
に
注
目
を
強
い
つ
つ
決
定
的
に
迫
っ
て
く
る
の
は
ま
た

し
て
も
、
手
工
芸
的
創
造
活
動
な
る
経
済
的

0

0

0

契
機
（w

irtschaftliches M
om

ent
）
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
郷
民
芸
術
の
領
野
画
定
の
た
め
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に
切
望
さ
れ
て
い
る
見
晴
し
の
よ
い
足
場
を
委
ね
る
に
は
、
あ
く
ま
で
実
質
を
重
ん
じ
て
、
こ
の
経
済
的
契
機
こ
そ
が
適
任
と
思
わ
れ

る
。
ま
た
今
日
の
経
済
史
的
研
究
が
到
達
し
て
い
る
成
果
も
学
問
的
に
基
礎
付
け
ら
れ
確
実
視
さ
れ
て
い
る
の
で
、
関
り
あ
る
、
と
な

れ
ば
芸
術
の
領
域
に
も
及
ぶ
諸
々
の
出
来
事
の
考
察
に
も
、
当
の
成
果
を
心
配
の
な
い
出
発
点
と
し
て
よ
か
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
造
形

0

0

芸
術

0

0

（bildende K
ünste

）
が
郷
民
芸
術
に
関
与
し
て
い
る
限
り
で
は
少
く
と
も
、
郷
民
芸
術
の
本
質
お
よ
び
範
囲
を
学
問
的
に
確
定

す
る
た
め
に
、
経
済
史
的
研
究
の
成
果
を
活
用
す
る
試
み
は
最
初
か
ら
是
認
さ
れ
て
い
る
と
見
て
よ
か
ろ
う
し
、
そ
の
種
の
試
み
に
、

本
書
こ
の
小
册
子
の
内
容
は
最
も
主
要
な
最
大
部
分
を
捧
げ
て
い
る
。

　

納
得
で
き
る
仕
方
で
郷
民
芸
術
独
得
の
真
の
本
質
を
説
く
こ
と
に
成
功
し
て
こ
そ
初
め
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
か
ら
当
の
あ
れ
こ
れ

の
姿
に
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
意
義
も
十
全
に
意
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
意
義
の
探
究
は
多
々
こ
れ
ま
で
誤
れ
る
痕
跡
を

辿
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
が
、
本
書
の
説
明
が
進
む
に
つ
れ
て
、
当
の
意
義
に
つ
い
て
の
、
こ
れ
ま
で
熱
烈
に
固
執
さ
れ
て
き
た
幻
想
を

打
砕
く
機
会
も
生
じ
よ
う
。
し
か
し
幻
想
が
消
え
て
ゆ
く
こ
と
の
損
失
は
他
の
一
連
の
契
機
に
よ
っ
て
大
き
く
償
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
よ
り
近
々
と
郷
民
芸
術
の
本
質
へ
迫
っ
て
初
め
て
重
要
性
が
完
全
に
見
え
て
く
る
契
機
、
こ
の
上
な
く
活
々
と

わ
れ
わ
れ
の
注
視
す
る
品
を
、
価
値
あ
り
、
ど
こ
ろ
か
ど
う
し
て
も
必
要
と
思
わ
せ
る
契
機
の
こ
と
で
あ
る
。
必
要
と
言
っ
た
が
郷
民

芸
術
の
今
日
な
お
生
延
び
る
名
残
り
の
存
在
す
る
こ
と
（
郷
民
芸
術
の
最
も
奥
深
い
本
質
を
解
明
す
る
こ
と
で
劣
ら
ず
最
も
納
得
の
ゆ
く
答
が
出
る

事
柄
）
が
い
ま
や
す
で
に
問
題
と
し
て
危
ぶ
ま
れ
て
い
る
か
ら
に
は
、
こ
の
必
要
の
度
合
は
ま
す
ま
す
大
き
い
。
こ
れ
が
今
日
の
実
情

な
ら
ば
、
少
く
と
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
郷
民
芸
術
が
人
の
世
の
流
れ
を
終
え
て
、
い
ま
や
実
際
す
で
に
、
か
つ
て
の
ロ
マ
ン
派
の
青
い

花
さ
な
が
ら
、
純
然
た
る
神
話
的
存
在
に
な
る
可
能
性
あ
り
、
と
大
真
面
目
に
用
心
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
消
え
尽
き

る
前
夜
に
な
お
迎
え
て
く
れ
る
芸
術
的
な
姿
の
真
の
意
義
へ
の
洞
察
が
深
け
れ
ば
深
い
ほ
ど
、
こ
の
件
に
つ
い
て
の
怠
惰
を
さ
ら
に
重

ね
て
負
債
に
ま
で
し
よ
う
も
の
な
ら
と
、
わ
れ
わ
れ
の
子
孫
へ
向
け
て
の
責
務
は
そ
れ
だ
け
ま
す
ま
す
重
大
に
な
ろ
う
。
と
り
わ
け
、
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最
も
興
味
深
い
方
向
で
郷
民
芸
術
を
知
る
た
め
の
事
情
そ
の
も
の
が
今
日
な
お
比
較
的
都
合
よ
く
明
る
み
に
出
て
い
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア

＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
で
は
、
当
の
本
質
と
範
囲
と
意
義
と
が
は
っ
き
り
見
抜
か
れ
る
郷
民
芸
術
の
生
残
り
を
、
体
系
的
研
究
お
よ
び
文
献
・

技
術
両
面
で
最
高
度
に
厳
密
な
確
定
作
業
の
対
象
と
成
す
こ
と
、
同
時
に
不
名
誉
か
ら
の
回
復
を
、
お
の
れ
自
身
つ
ま
り
わ
が
国
民
に

ば
か
り
か
学
問
に
向
け
て
も
果
し
、
こ
う
し
て
人
類
全
体
に
向
け
て
も
果
す
こ
と
に
、
も
は
や
躊
躇
は
許
さ
れ
な
い
。
こ
れ
ほ
ど
に
も

急
を
要
す
る
警
告
が
向
け
ら
れ
て
い
る
と
思
え
る
の
は
、無
論
ま
ず
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
当
事
者
圏
、こ
と
に
現
在
オ
ー

ス
ト
リ
ア
の
教
育
制
度
が
委
ね
ら
れ
て
い
る
開
明
的
な
人
々
に
で
あ
っ
て
、
こ
の
警
告
こ
そ
私
が
本
書
の
詳
細
に
結
付
け
て
い
る
第
二

の
目
的
で
あ
る
。
し
か
も
危
険
は
差
迫
っ
て
い
る
と
見
え
る
ゆ
え
に
、も
は
や
本
考
の
公
刊
を
躊
躇
し
て
は
な
ら
な
い
と
私
は
信
じ
た
。

　
　
［
一
八
九
四
年
］


