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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. Then, in the next issues（Vol. 126, December 2015）the first chapter, Der 
gewirkte Teppich, and（Vol. 127, June 2016 ; Vol. 128, January 2017）the second 
chapter, Der Knüpfteppich.
　Now Susandschird is an old praising word for the special Persian Teppich, once 
translated into German as Nadelmalerei（needle-picture）.  In 1880 an antique carpet 
was found and affirmed as a fine example of the Susandschird.  Ten years after Riegl’s 
precise survey disproved the affirmation and the carpet was restored to its normal 
place in the usual Knüpfteppich.  The process of his concrete analysis made the 
perspective of Teppich-studies far clearer and wider.
　Now, with great respect for the content of the book, I continue my same work on 
the chapter Ⅲ, Susandschird.  As before, in order not to miss any detail I have 
translated the whole of this chapter into Japanese here.
　The original text is as follows:
Alois Riegl, Susandschird. in: Altorientalische Teppiche.
　　Mäander Kunstverlag 1979（Nachdruck der Ausgabe 1891）S. 84-108.  
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本
稿
の
目
的
は
後
段
に
置
く
論
考
の
翻
訳
紹
介
に
あ
る
。
芸
術
研
究
と
歴
史
と
の
相
関
を
思
い
、
美
術
史
家
リ
ー
グ
ル
（A

lois 

Riegl, 1858-1905

）
の
洞
察
を
重
ん
じ
て
著
書
『
オ
リ
エ
ン
ト
古
絨
毯
』
の
理
解
に
努
め
て
き
た
が
、今
回
も
同
じ
作
業
の
続
行
で
あ
り
、

同
書
の
第
三
章
「
ス
サ
ン
［
ト
］
シ
ル
ト
」
全
文
を
こ
こ
に
移
す
。

　

す
で
に
エ
ジ
プ
ト
出
土
の
織
布
遺
例
調
査
で
功
績
あ
る
オ
リ
エ
ン
ト
学
者
カ
ラ
バ
ツ
ェ
ク
（Joseph von K

arabacek, 1845-1918

）

が
偶
々
手
に
入
っ
た
絨
毯
を
好
機
縁
と
し
て
精
査
し
、
こ
れ
を
紀
元
十
四
世
紀
な
る
極
め
て
古
い
年
代
に
成
っ
た
ペ
ル
シ
ア
製
豪

華
絨
毯
と
す
る
研
究
成
果
を
公
刊
（
一
八
八
一
年
）
し
た
。
東
方
の
文
献
に
は
ペ
ル
シ
ア
の
豪
華
特
製
絨
毯
を
称
讃
す
る
形
容
語

Susandschird

（
ス
サ
ン
［
ト
］
シ
ル
ト
）
が
散
見
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
る
品
を
実
見
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
カ
ラ

バ
ツ
ェ
ク
は
、
文
献
研
究
に
も
と
づ
い
て
ス
サ
ン
［
ト
］
シ
ル
ト
をN

adelm
alerei

（
針
の
絵
・
刺
繡
図
絵
）
と
ド
イ
ツ
語
に
翻
訳
し
、

入
手
し
た
絨
毯
こ
そ
、
ま
さ
し
く
ス
サ
ン
［
ト
］
シ
ル
ト
絨
毯
の
特
質
を
具
え
る
作
例
と
断
定
し
た
の
で
あ
る
。
絨
毯
学
の
処
女
作
と

目
さ
れ
る
レ
ッ
シ
ン
グ
の
模
様
意
匠
本（Julius von Lessing, 1843-1908. A

ltorientalische T
eppiche, 1877

）に
出
版
年
で
続
く
書
で
あ
り
、

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
た
と
言
わ
れ
る
。

　

リ
ー
グ
ル
は
一
八
八
三
年
に
ウ
ィ
ー
ン
大
学
を
卒
業
後
、
一
八
八
六
年
に
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
［
美
術
工
芸
］
博
物
館
」
に
見
習
生
と

し
て
入
り
、
翌
一
八
八
七
年
か
ら
学
芸
員
と
し
て
織
布
部
門
に
属
し
、
著
作
目
録
に
は
紀
要
類
へ
の
各
種
織
布
調
査
報
告
が
並
ん
で
い

る
。
こ
う
し
た
活
動
の
歳
月
に
カ
ラ
バ
ツ
ェ
ク
の
著
書
を
面
前
に
置
き
、
問
題
の
絨
毯
を
精
し
く
吟
味
す
る
時
も
重
ね
ら
れ
た
の
で
あ

ろ
う
。
こ
の
検
討
成
果
が
こ
こ
に
訳
出
す
る
リ
ー
グ
ル
一
八
九
一
年
の
公
刊
書
『
オ
リ
エ
ン
ト
古
絨
毯
』
第
三
章
の
内
容
で
あ
る
。

　

リ
ー
グ
ル
の
論
述
は
ま
ず
当
の
絨
毯
外
形
の
特
性
記
述
に
始
ま
る
。

　

著
書
序
論
で
の
明
言
に
よ
れ
ば
絨
毯
は
別
々
の
三
種
に
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
㈠
壁
掛
け
絨
毯
、
㈡
敷
物
絨
毯
、
㈢
家
具
覆

い
絨
毯
で
あ
る
。
だ
が
第
三
群
は
第
一
群
と
も
第
二
群
と
も
一
緒
に
で
き
る
中
間
体
と
し
て
扱
え
る
ゆ
え
、
技
術
的
に
も
様
式
面
で
も



8

細井　雄介

厳
し
く
分
け
ら
れ
る
の
は
第
一
群
と
第
二
群
と
で
あ
り
、
技
術
的
に
は
第
一
群
の
壁
掛
け
絨
毯
は
平
織
り
、
第
二
群
の
敷
物
絨
毯
は
添

毛
手
結
び
、
と
相
異
な
る
作
業
原
理
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
オ
リ
エ
ン
ト
絨
毯
で
平
織
り
絨
毯
と
し
て
名
高
い
の
は
ト
ル
コ
絨
毯
の
キ

リ
ム
で
あ
り
、
こ
れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
入
っ
て
ゴ
ブ
ラ
ン
織
を
触
発
す
る
。
だ
が
、
こ
れ
ぞ
絨
毯
、
と
世
人
に
思
わ
せ
る
の
は
添
毛
手

結
び
の
敷
物
絨
毯
で
あ
り
、
こ
れ
を
大
別
す
れ
ば
ペ
ル
シ
ア
（
一
九
三
五
年
以
降
は
イ
ラ
ン
）
の
、
遊
牧
民
絨
毯
の
疎
剛
な
品
と
、
い
わ

ゆ
る
「
ペ
ル
シ
ア
絨
毯
」
の
豪
奢
な
品
と
に
な
る
。

　

そ
れ
で
は
カ
ラ
バ
ツ
ェ
ク
の
「
ス
サ
ン
［
ト
］
シ
ル
ト
絨
毯
」
は
ど
れ
に
当
る
か
。
豪
華
特
製
の
品
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
な
く
、
永

年
に
わ
た
り
壁
掛
け
な
ど
に
用
い
ら
れ
て
は
き
た
が
、
技
術
は
添
毛
手
結
び
で
あ
っ
て
本
来
は
ペ
ル
シ
ア
の
豪
華
敷
物
絨
毯
で
あ
る
。

こ
こ
で
「
刺
繡
針
」
が
問
題
と
な
る
。
針
の
使
用
は
平
織
り
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と
で
添
毛
手
結
び
の
業
と
合
わ
な
い
が
、
実
は
「
ス

サ
ン
［
ト
］
シ
ル
ト
」
を
「
刺
繡
図
絵
」
と
ド
イ
ツ
語
に
移
し
た
カ
ラ
バ
ツ
ェ
ク
の
訳
語
選
択
が
不
運
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
金
糸
銀
糸

を
用
い
て
い
て
も
、
当
の
絨
毯
は
添
毛
手
結
び
の
極
く
簡
単
な
一
変
様
に
よ
る
制
作
品
で
あ
る
、
と
見
究
め
て
、
リ
ー
グ
ル
は
カ
ラ
バ

ツ
ェ
ク
の
見
解
を
斥
け
る
。

　

こ
う
し
て
技
術
的
性
格
の
確
認
を
果
し
て
後
に
、
な
お
残
る
の
は
装
飾
文
様
の
内
容
の
検
討
で
あ
り
、
続
い
て
当
の
絨
毯
成
立
の
場

所
規
定
お
よ
び
年
代
規
定
で
あ
る
。

　

装
飾
文
様
の
花
や
葉
の
吟
味
に
よ
り
カ
ラ
バ
ツ
ェ
ク
は
、
こ
れ
ら
に
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
尊
崇
す
べ
き
文
字
の
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
明

し
て
、
当
の
絨
毯
の
聖
な
る
品
で
あ
る
こ
と
を
際
立
た
せ
、
ま
た
同
じ
く
秘
め
ら
れ
た
数
字
を
見
出
し
て
、
こ
の
絨
毯
成
立
年
代
を

千
三
百
年
代
に
置
い
た
。
リ
ー
グ
ル
の
追
調
査
に
よ
っ
て
読
者
は
文
様
分
析
の
実
際
を
教
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
手
法
を
取
上
げ
て
、
偶
発
的
な
文
字
や
数
字
の
解
読
な
る
も
の
ば
か
り
か
、
リ
ー
グ
ル
の
様
式
分
析
を
も
、
確
実
性
の

劣
る
も
の
と
見
做
し
て
批
判
し
、
レ
ッ
シ
ン
グ
に
立
返
っ
て
別
な
る
大
道
を
開
い
た
と
言
わ
れ
る
の
が
ベ
ル
リ
ン
の
ボ
ー
デ
（W

ilhelm
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von Bode, 1845-1929. Ein altpersischer T

eppich, 1892

）
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
ひ
と
つ
の
新
た
な
道
を
開
か
せ
る
明
確
な
批
判
対
象
と
な
る
こ
と
は
、
論
考
が
明
確
な
構
造
を
具
え
て
論
述
の
内

実
が
豊
富
で
あ
る
こ
と
の
証
し
で
あ
り
、
こ
れ
だ
け
で
も
一
箇
の
功
績
で
あ
ろ
う
。
こ
と
に
個
物
の
実
証
的
考
察
の
手
順
に
お
い
て
、

対
象
の
特
性
記
述
、
技
術
把
握
、
文
様
内
容
の
分
析
、
成
立
場
所
お
よ
び
成
立
年
時
の
規
定
、
と
運
ば
れ
る
論
述
は
、
進
展
の
各
段
階

ご
と
静
々
と
時
空
に
わ
た
る
視
界
の
拡
張
を
感
得
さ
せ
る
筆
力
に
溢
れ
、向
後
の
論
考
い
ず
れ
に
も
具
わ
る
同
じ
リ
ー
グ
ル
の
特
質
は
、

ま
ず
こ
の
第
三
章
に
輝
い
た
と
し
て
よ
か
ろ
う
。

　

翻
訳
の
底
本
は
下
記
の
通
り
で
あ
る
。

　

A
lois Riegl, A

ltorientalische T
eppiche. Leipzig 1891. N

achdruck

（M
äander K

unstverlag. M
ittenw

ald 1979

）.  
Ⅲ. Susandschird, S. 84-108.
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「
オ
リ
エ
ン
ト
古
絨
毯
」　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ア
ー
ロ
イ
ス
・
リ
ー
グ
ル

　
　

三　
　

ス
サ
ン
［
ト
］
シ
ル
ト
（Susandschird

）

　

一
八
八
〇
年
代
初
頭
に
在
カ
イ
ロ
の
ウ
ィ
ー
ン
商
人
グ
ラ
ー
フ
（T

heodor Graf

）
の
手
に
一
枚
の
絨
毯
が
入
っ
た
。
証
明
書
に
よ

れ
ば
メ
ッ
カ
の
港
湾
都
市
ジ
ッ
ダ
（D

schidda

）
か
ら
積
出
さ
れ
た
品
で
あ
る
。
外
見
が
、
一
方
で
は
並
外
れ
て
入
念
な
技
術
の
制
作

を
推
論
さ
せ
た
し
、
他
方
で
は
装
飾
文
様
の
点
で
歴
然
と
流
通
商
品
の
原
則
的
年
代
よ
り
古
い
時
代
を
教
え
て
く
れ
る
と
思
わ
せ
た

が
ゆ
え
に
、
こ
の
絨
毯
は
イ
ス
ラ
ム
教
世
界
の
中
央
聖
地
由
来
の
品
と
い
う
売
り
手
の
保
証
も
実
際
に
信
用
で
き
る
と
見
え
た
で
あ
ろ

う
。
グ
ラ
ー
フ
は
掘
出
物
を
ウ
ィ
ー
ン
へ
運
び
、
こ
の
地
で
は
当
の
品
の
歴
史
的
意
義
を
オ
リ
エ
ン
ト
学
者
カ
ラ
バ
ツ
ェ
ク
（Joseph 

von K
arabacek, 1845-1918

）
教
授
が
即
座
に
見
抜
い
た
。
す
で
に
永
年
に
わ
た
り
中
世
織
布
史
を
東
方
の
文
献
に
頼
っ
て
解
明
す
る
試

み
に
携
わ
っ
て
き
た
カ
ラ
バ
ツ
ェ
ク
は
、
好
機
到
来
と
ば
か
り
、
当
の
絨
毯
の
記
述
を
中
心
に
一
連
の
論
考
を
纏
め
、
一
部
は
当
の

絨
毯
の
解
明
に
と
い
う
仕
方
で
自
身
の
研
究
を
公
刊
し
た
。
そ
の
結
果
こ
の
絨
毯
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
は
一
箇
の
き
わ
め
て
詳
細
な
徹

底
的
専
門
研
究
、
こ
れ
ま
で
同
種
の
論
考
は
少
数
の
芸
術
作
品
に
し
か
、
こ
と
に
織
布
の
類
で
は
ほ
と
ん
ど
許
さ
れ
も
し
な
か
っ
た

ほ
ど
の
専
門
研
究
を
得
た
の
で
あ
る
（D

ie persische N
adelm

alerei Susandschird, ein Beitrag zur Entw
ickelungsgeschichte der T

apisserie 

de haut- lisse. M
it Zugrundelegung eines aufgefundenen W

andteppichs nach m
orgenländischen Q

uellen dargestellt von D
r.  Joseph 

K
arabacek. Leipzig

（Seem
ann

）1881.

　
『
ペ
ル
シ
ア
刺
繡
図
絵
ス
サ
ン
ト
シ
ル
ト
』
─
縦た
て
機ば
た
タ
ピ
ス
リ
ー
発
展
史
の
た
め
に
、
東
方
起
源
の
品
と
し
て
見
出
さ
れ
た
一
枚
の
壁
掛
け
絨
毯
を
根
拠
と



11

リーグル著『オリエント古絨毯』（五）

す
る
論
考
。
─
─
─
こ
こ
か
ら
の
再
掲
が
本
書
の
第
一
六
図
で
あ
る
）。

　

こ
の
絨
毯
の
長
さ
は
総ふ

さ

ま
で
含
め
て
三
六
七
セ
ン
チ
、
幅
は
一
一
八
セ
ン
チ
で
あ
る
。
模
様
は
長
さ
に
合
せ
て
で
な
く
幅
の
高
さ
で

並
び
、
し
か
も
絨
毯
の
表
面
全
体
は
そ
れ
ぞ
れ
切
妻
型
に
閉
じ
ら
れ
た
六
箇
の
縦
長
区
画
に
分
た
れ
て
い
る
が
、
な
か
で
最
も
右
端は

し

の

区
画
を
上
部
の
三
角
形
当
て
布
部
分
と
も
ど
も
第
一
六
図
と
し
て
掲
げ
る
。

第一六図
スサン［ト］シルト絨毯

　

個
々
の
切
妻
型
区
画
一
杯
に
張
る
樹
木
の
姿
を
見
れ
ば
、
紛
れ
も
な
い
上
下
と
し
て
方
向
の
威
光
は
歴
然
、
こ
の
こ
と
だ
け
で
も
す

で
に
、
こ
れ
は
敷
物
絨
毯
な
ら
ぬ
壁
掛
け
絨
毯
と
思
わ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
見
逃
し
て
な
ら
な
い
の
は
、
六
箇
の
切
妻
型
区
画
が

い
わ
ゆ
る
祈
禱
用
絨
毯
（Gebetteppich

）
の
祈
禱
壁
龕
部
、
す
な
わ
ち
膝
下
に
敷
い
て
祈
る
人
を
切
妻
部
分
が
つ
ね
に
メ
ッ
カ
に
向
わ

せ
る
祈ミ

フ
ラ
ー
ブ

禱
壁
龕
［m

ihrab 

ア
ラ
ビ
ア
語
］
の
、
隣
合
い
六
つ
の
繰
返
し
に
他
な
ら
な
い
、
と
思
わ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
本
来
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こ
の
絨
毯
の
狙
い
は
敷
物
絨
毯
に
あ
っ
た
こ
と
を
完
全
に
は
排
除
で
き
な
い
と
思
え
る
し
、
ま
た
相
似
て
、
一
枚
の
敷
物
絨
毯
が
祈
禱

絨
毯
何
枚
か
の
寄
せ
集
め
と
誤
認
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
例
も
欠
け
て
は
い
な
い
（
前
掲
著
書
の
図
版T

afel Ⅰ

の
解
説
に
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
誤
認

が
あ
る
が
、
模
様
を
見
れ
ば
、
こ
の
絨
毯
は
三
人
の
隣
合
う
祈
禱
者
を
顧
慮
せ
る
一
枚
作
で
あ
る
）。
こ
の
こ
と
を
力
説
し
た
い
の
は
、
技
術
的
制
作

方
式
か
ら
見
る
と
、
こ
の
絨
毯
が
実
質
的
に
添
毛
手
結
び
絨
毯
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
言
い
か
え
る
と
外
見
が
、
原
則
と
し
て
壁

掛
け
絨
毯
用
な
ら
ぬ
敷
物
絨
毯
用
と
わ
れ
わ
れ
の
知
る
性
質
の
品
だ
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
先
程
す
で
に
強
調
し
た
こ
と
だ
が
、
と

り
わ
け
豪
華
特
製
品
で
は
技
術
的
限
界
は
必
ず
し
も
つ
ね
に
厳
し
い
難
問
で
は
な
か
っ
た
。
例
と
し
て
は
、
金
銀
の
使
用
こ
れ
自
体
は

敷
物
絨
毯
の
概
念
と
少
し
も
合
わ
な
い
の
に
、
金
糸
銀
糸
が
広
範
囲
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
好
例
と
思
え
る
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
カ

ラ
バ
ツ
ェ
ク
が
あ
れ
こ
れ
の
文
献
か
ら
幾
つ
も
証
明
し
て
い
る
（Susandschird, S. 194

─
─
こ
こ
に
は
紀
元
八
─
九
世
紀
の
一
例
が
挙
げ
ら
れ

て
い
る
）。

　

さ
て
、
も
と
も
と
の
狙
い
が
何
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
わ
れ
わ
れ
の
絨
毯
は
最
後
に
は
壁
掛
け
絨
毯

0

0

0

0

0

（W
andteppich

）
と
規
定
さ
れ
た
。

か
つ
て
折
曲
げ
た
部
分
に
九
箇
の
古
い
絹
輪
、
す
り
減
っ
た
線
条
の
現
存
す
る
こ
と
か
ら
、
カ
ラ
バ
ツ
ェ
ク
は
、
こ
の
絨
毯
が
し
ば
ら

く
は
賽
こ
ろ
型
の
台
座
か
支
柱
の
四
側
面
化
粧
張
り
を
務
め
て
い
た
に
違
い
な
い
、
と
疑
問
の
余
地
な
く
証
明
で
き
た
。
さ
ら
に
、
こ

の
よ
う
な
六
箇
の
切
妻
模
様
の
絨
毯
は
今
日
で
も
、
さ
き
の
中
央
ア
ジ
ア
旅
行
者
ト
ロ
ル
博
士
（D

r. J. T
roll 

前
出
─
聖
心
女
子
大
学
論
叢

第
百
二
十
八
集
三
一
頁
）
の
口
頭
報
告
に
よ
れ
ば
、
わ
け
て
も
ト
ル
キ
ス
タ
ン
に
お
い
て
頻
繁
に
見
掛
け
る
由
で
あ
り
、
例
外
な
し
に
壁

掛
け
用
で
あ
る
。

　

技
術
に
関
係
さ
せ
る
と
、眼
前
の
品
は
実
質
的
に
添
毛
手
結
び
絨
毯

0

0

0

0

0

0

0

（K
nüpfteppich

）
で
あ
る
。
も
と
よ
り
細
部
を
詳
し
く
見
れ
ば
、 

こ
の
絨
毯
の
性
質
は
、
す
で
に
本
書
第
二
章
で
接
し
た
全
般
的
で
簡
単
な
図
式
か
ら
あ
れ
こ
れ
と
逸
脱
し
て
い
る
。
だ
が
こ
う
し
た
逸0 

0

脱0

（A
bw

eichung

［en

］）
の
す
べ
て
は
原
初
的
手
結
び
と
は
一
緒
に
で
き
な
い
事
情
に
帰
せ
ら
れ
る
─
─
金
銀
動
員

0

0

0

0

（H
eranziehung 
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von Gold und Silber

）
の
こ
と
で
あ
る
。

　

豪
華
品
な
ら
ば
格
別
高
価
に
調
製
す
る
の
が
当
然
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
添
毛
手
結
び
に
は
羊
毛
で
な
く
絹0

（Seide

）
を
用
い
た
。

そ
の
際
さ
ら
に
、
金
銀
で
縛
ら
れ
て
い
る
と
見
え
る
や
絹
の
長
所
が
最
高
に
輝
く
こ
と
は
す
で
に
知
ら
れ
て
い
た
の
で
、
こ
の
経
験
的

知
識
は
敬
重
し
た
か
っ
た
。
と
な
れ
ば
添
毛
手
結
び
絨
毯
へ
の
金
銀
の
持
込
み
が
大
切
に
な
る
。
こ
の
と
き
意
の
ま
ま
に
扱
え
る
品
と

し
て
、
き
わ
め
て
目
立
つ
特
級
品
で
丈
夫
な
金
糸
銀
糸
が
手
元
に
あ
っ
た
─
─
当
の
貴
金
属
は
薄
い
銅
板
切
片
に
塗
布
さ
れ
、
こ
の
薄

銅
板
を
羊
毛
糸
に
捲
付
け
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
金
銀
に
真
価
を
発
揮
さ
せ
た
い
と
望
ん
で
も
、
添
毛
手
結
び
の
道
で
は
ど
う
し
て
も
駄
目
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
─
─
手
結

び
糸
一
本
一
本
の
立
上
っ
て
固
ま
る
先
端
が
見
せ
る
の
は
貴
金
属
で
な
く
、
代
っ
て
、
当
の
貴
金
属
が
ぐ
る
り
と
捲
付
く
羊
毛
の
総ふ

さ

で

し
か
な
か
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
金
糸
銀
糸
の
輝
く
特
質
を
完
全
に
明
る
み
に
出
す
た
め
に
は
、
む
し
ろ
こ
う
し
た
糸
を
繻し

ゅ

子す

［
縦
糸
を

浮
出
さ
せ
る
平
織
］
状
に
隣
合
せ
で
並
べ
る
の
が
よ
い
と
さ
れ
、
そ
こ
で
金
紙
銀
糸
を
然
る
べ
く
縦
糸
に
固
着
さ
せ
る
仕
方
を
考
え
て
置

か
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
縦
糸
へ
の
固
着
は
、
当
面
の
絨
毯
で
は
横
糸
方
向
（
つ
ま
り
縦
糸
と
は
垂
直
）
に
走
る
金
属
紐
（
つ

ね
に
二
本
一
対
）
を
一
行
置
き
の
縦
糸
に
あ
っ
さ
り
捲
付
け
て
ゆ
く
仕
方
で
行
わ
れ
た
。
縦
糸
に
絹
の
総ふ

さ

を
結
付
け
る

0

0

0

0

（anknüpfen

）
あ

い
だ
に
、
こ
の
縦
糸
に
は
金
糸
銀
糸
が
編
込
ま
れ
た

0

0

0

0

0

（anschlingen

）
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
金
属
糸
を
縦
糸
に
編
込
む
手
段
で
願
わ
し
い
芸
術
的
効
果
は
す
べ
て
確
か
に
取
出
せ
た
も
の
の
、
し
か
し
、
た
だ
弱
い

金
糸
銀
糸
で
し
か
覆
わ
れ
て
い
な
い
縦
糸
箇
所
で
は
、
絨
毯
の
耐
久
性
も
抵
抗
力
も
き
わ
め
て
乏
し
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ

え
金
属
糸
編
込
み
の
生
じ
る
箇
所
の
下
地
強
化
策
、
添
毛
手
結
び
箇
所
と
同
じ
厚
み
と
堅
さ
を
狙
い
つ
つ
、
表
面
で
走
る
金
属
糸
の
効

果
は
減
じ
さ
せ
ず
に
下
地
の
強
化
と
い
う
策
を
講
じ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
と
し
て
よ
い
。
そ
こ
で
、
金
属
糸
に
は
幾
条
か
木
綿
横

0

0

0

糸0

（Baum
w

ollschuß

）
の
下
敷

0

0

（U
nterlage

）
を
宛
て
が
う
の
で
、
金
属
糸
二
本
一
対
ご
と
の
下
に
横
糸
と
し
て
木
綿
糸
四
─
六
本
の
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置
か
れ
る
具
合
と
な
っ
た
。
し
か
も
、
何
度
も
繰
返
し
た
精
し
い
吟
味
に
も
と
づ
く
カ
ラ
バ
ツ
ェ
ク
の
信
念
で
は
、
こ
の
木
綿
横
糸
は

つ
ね
に
、
こ
れ
を
下
敷
と
し
て
役
立
た
せ
る
金
属
糸
二
本
一
対
の
編
込
み
が
果
さ
れ
た
後0

（nach

）
に
は
じ
め
て
嵌
込
む
、
と
仮
定
す

べ
き
横
糸
で
あ
っ
た
。

　

さ
て
、
言
わ
れ
る
木
綿
横
糸
四
─
六
本
を
、
た
だ
現
に
必
要
と
見
え
る
箇
所
に
し
か
、
つ
ま
り
編
込
む
金
属
糸
の
下
に
し
か
用
い
な

か
っ
た
と
す
れ
ば
、
成
果
は
製
品
の
外
見
や
作
業
全
般
に
求
め
ら
れ
る
均
整
性
に
合
わ
な
か
っ
た
と
推
測
で
き
よ
う
。
そ
こ
で
縦
糸
の

幅
全
体
に
わ
た
り
、す
な
わ
ち
絹
総ふ

さ

を
手
で
結
ば
せ
る
箇
所
で
も
、当
の
横
糸
は
貫
通
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。ち
な
み
に
こ
の
こ
と
は
、

第
一
六
図
を
見
れ
ば
解
る
よ
う
に
、最
も
端は

し

（
縁
取
りBordüre

に
届
く
限
り
で
）
の
開
始
部
・
終
結
部
を
除
く
と
、金
属
下
地
（M

etallfond

）

し
か
出
な
い
と
か
絹
模
様
部
（Seidenm

usterung

）
し
か
出
な
い
と
い
う
横
断
線
は
絨
毯
全
体
に
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
両
者
は
い
つ

で
も
隣
合
い
で
交
代
ゆ
え
、
す
で
に
ほ
と
ん
ど
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
て
作
業
は
、（
カ
ラ
バ
ツ
ェ
ク
の
前
掲
書
に
よ
る
）
第
一
七
図
を
見
れ
ば
、
以
下
の
ご
と
く
遂

行
さ
れ
た
と
し
て
よ
か
ろ
う
─
─
第
一
七
図
の
六
重
横
糸
ｂ
挿
入
と
見
え
る
箇
所
で
は
、
こ
の
横
糸

挿
入
以
前
に
な
お
、
互
い
違
い
の
縦
糸
上
に
二
本
一
対
の
金
属
糸
が
置
か
れ
、
こ
の
金
属
糸
は
一
回

く
ぐ
り
で
垂
直
縦
糸
（
2
、
4
、
6
、
8
）
に
固
定
さ
れ
た
。
縦
糸
の
幅
全
体
に
わ
た
り
、
装
飾
文
様

図
案
次
第
で
金
属
下
地
（M

etallfond

）
を
置
く
べ
き
箇
所
に
は
ど
こ
で
も
、
そ
の
よ
う
な
一
対
金

属
糸
を
編
込
ん
だ
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
六
重
横
糸
ｂ
が
投
込
ま
れ
る
と
、
縦
糸
全
体
は
、
一
方
は
真

直
ぐ
な
ら
ぬ
糸
（
1
、
3
、
5
、
7
、
9
）
で
、
こ
れ
ら
は
絨
毯
裏
が
わ
に
あ
っ
て
絨
毯
を
裏
返
せ
ば
見
え
る
糸
、
他
方
は
真
直
ぐ
な
糸

（
2
、
4
、
6
、
8
）
で
、
こ
れ
ら
は
金
属
糸
が
捲
付
く
の
で
金
属
に
蔽
わ
れ
て
い
る
糸
、
と
二
分
さ
れ
て
い
る
か
に
見
え
る
。

　

だ
が
置
い
た
金
属
糸
の
代
り
に
絹
総ふ

さ

を
結
ぶ
べ
き
箇
所
を
埋
め
る
こ
と
は
大
切
で
あ
っ
た
。
こ
の
添
毛
手
結
び
は
、
第
一
八
図
が
示

第一七図
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す
よ
う
に
、
他
で
の
通
用
（
第
六
図
）
と
は
や
や
逸
れ
る
仕
方
で
生
じ
た
。
た
だ
し
逸
脱
の
度
は
さ
ほ
ど
大
き
く
な
く
て
、
添
毛
手
結

び
の
実
質
自
体
を
何
が
し
か
変
え
た
と
は
見
え
な
い
。
こ
の
逸
脱
へ
導
い
た
誘
因
に
つ
い
て
も
疑
問
の
余
地
は
あ
り
え
な
い
。

　

詳
し
く
言
え
ば
、
普
通
の
オ
リ
エ
ン
ト
添
毛
手
結
び
絨
毯
で
手
結
び
一
つ
に
用
い
ら
れ
る
隣
接
の
縦
糸
二
本

は
同
じ
平
面
に
並
ん
で
い
る
の
に
、
わ
れ
わ
れ
の
絨
毯
で
は
、
ま
さ
し
く
こ
れ
は
金
属
糸
の
下
敷
と
し
て
投
込

ま
れ
た
横
糸
に
よ
る
縦
糸
の
二
分
が
も
た
ら
し
た
こ
と
か
と
、
同
じ
縦
糸
二
本
が
別
々
の
二
平
面
に
斜
め
で
上

下
と
見
え
る
の
で
あ
る
。
足
の
触
れ
る
度
合
が
大
き
い
方
の
上
（
＊
）
の
縦
糸
2
（
第
一
八
図
）
は
絹
総ふ

さ

で
完
全

に
全
糸
が
捲
か
れ
る
と
見
え
る
が
、
こ
れ
は
普
通
の
添
毛
手
結
び
（
第
六
図
）
で
も
同
様
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
絨
毯
の
裏
が
わ
に
入
る

下
の
縦
糸
1
に
と
っ
て
は
、
縦
糸
両
方
の
あ
い
だ
の
横
糸
（
第
一
七
図
ｂ
）
が
す
で
に
手
結
び
の
張
り
と
堅
さ
を
高
め
て
い
る
ゆ
え
に
、

全
糸
の
捲
込
み
は
必
要
で
な
か
っ
た
。

　

 （
＊
）
カ
ラ
バ
ツ
ェ
ク
の
詳
解
で
は
上0

（oben
）
下0

（unten

）
両
語
を
逆
の
意
味
で
用
い
て
い
る
。
絨
毯
の
技
術
的
制
作
手
順
か
ら
言
え
ば
無

論
こ
の
こ
と
は
正
し
い
。
け
れ
ど
も
こ
こ
で
は
読
者
を
迷
わ
す
こ
と
で
し
か
な
い
と
見
え
る
の
は
、
絨
毯
を
踏
む
か
観
る
か
の
人
と
し
て
の
読

者
は
、
当
然
な
が
ら
上
下

0

0

を
自
分
の
見
地
で
捉
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　

カ
ラ
バ
ツ
ェ
ク
の
先
鞭
に
倣
い
ス
サ
ン［
ト
］シ
ル
ト
添
毛
手
結
び（Susandschird- K

nüpfung

）と
名
付
け
た
い
が
、右
記
の
ご
と
く
、

こ
の
種
類
の
添
毛
手
結
び
（
第
一
八
図
）
は
普
通
に
行
わ
れ
て
い
る
添
毛
手
結
び
（
第
六
図
）
と
比
べ
て
カ
ラ
バ
ツ
ェ
ク
の
信
じ
た
い
と

思
っ
て
い
る
ほ
ど
に
複
雑
で
な
く
、
む
し
ろ
、
添
毛
手
結
び
の
作
業
で
横
糸
壁
を
貫
通
す
る
困
難
に
顧
慮
し
て
の
手
順
簡
便
化
は
、
ま

こ
と
に
尤
も
で
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
困
難
を
他
所
の
カ
ラ
バ
ツ
ェ
ク
ほ
ど
過
大
視
す
る
必
要
も
な
い
。
両
方
の
縦
糸
間

に
あ
る
糸
壁
は
た
だ
針
（N

adel

）
に
よ
っ
て
し
か
貫
通
で
き
な
い
と
の
仮
定
は
必
至
と
信
じ
る
か
ら
、
カ
ラ
バ
ツ
ェ
ク
に
は
困
難
な

の
で
あ
る
。
当
の
横
糸
［
糸
壁
］
は
、
添
毛
手
結
び
作
業
の
最
中
は
当
然
ま
だ
決
定
的
に
は
括く

く

ら
れ
て
い
ず
、
な
お
も
十
分
に
緩ゆ

る

く
疎ま

ば

第一八図
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ら
で
あ
っ
て
、
熟
練
せ
る
人
の
手
な
ら
ば
随
意
に
表
裏
貫
通
が
可
能
で
あ
っ
た
。

　

縦
糸
の
幅
全
体
に
わ
た
り
、
金
属
糸
二
本
一
対
の
捲
付
け
に
よ
る
金
属
下
地
（M

etallfond

）
お
よ
び
一
連
の
手
結
び
添
毛
に
よ
る
絹

模
様
部
（Seidenm

usterung

）
も
で
き
て
後
は
じ
め
て
、
木
綿
糸
か
ら
成
る
横
糸
ａ
（
第
一
七
図
）
が
同
様
に
投
込
ま
れ
、
こ
れ
を
最
後

に
で
き
た
金
属
下
地
・
絹
模
様
部
の
一
連
と
も
ど
も
絨
毯
既
成
布
地
へ
梳
き
寄
せ
る
が
、
こ
こ
へ
同
じ
仕
方
で
順
々
と
、
さ
ら
に
金
属

糸
一
対
と
捲
付
け
お
よ
び
手
結
び
添
毛
の
一
連
を
寄
せ
加
え
つ
つ
、
作
業
は
続
行
で
き
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
技
術
関
係
で
は
カ
ラ
バ
ツ
ェ
ク
公
刊
書
の
絨
毯
は
添
毛
手
結
び
絨
毯

0

0

0

0

0

0

0

（K
nüpfteppich

）
と
呼
ば
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

普
通
の
図
式
か
ら
の
逸
脱
は
、
こ
れ
ま
で
の
叙
述
に
照
す
と
残
ら
ず
全
部
た
だ
金
糸
銀
糸
の
導
入
に
よ
る
こ
と
で
し
か
な
い
と
説
明
で

き
る
し
、
こ
の
絨
毯
と
普
通
の
オ
リ
エ
ン
ト
添
毛
手
結
び
絨
毯
と
の
技
術
上
の
裂
目
を
架
橋
不
可
能
の
亀
裂
と
言
立
て
る
の
は
決
し
て

正
し
く
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
自
分
に
容
認
で
き
る
と
思
え
る
最
大
限
の
譲
歩
と
し
て
カ
ラ
バ
ツ
ェ
ク
が
、
通
例
の
添
毛
手
結
び
に
は
ス
サ

ン
［
ト
］
シ
ル
ト
添
毛
手
結
び
な
る
、
遠
く
離
れ
て
全
く
歪
ん
だ
挿さ

し
き木
を
認
め
る
条
件
付
き
可
能
性
は
許
す
の
で
あ
れ
ば
、
事
態
は
む

し
ろ
逆
、と
わ
れ
わ
れ
は
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、無
論
こ
の
変
容
に
種
類
あ
れ
こ
れ
の
高
いpretium

 affectionis

［
愛 

の
価
］
を
認
め
る
の
は
各
人
の
自
由
だ
が
、
グ
ラ
ー
フ
（T

heodor Graf 

前
出
一
〇
頁
）
の
絨
毯
に
見
ら
れ
る
添
毛
手
結
び
は
、
普
通
の

0

0

0

添
毛
手
結
び
図
式
の

0

0

0

0

0

0

0

0

（
序つ

い
で
な
が
ら
実
質
も
意
義
も
全
く
な
い
）
変
容

0

0

で
あ
る
と
し
か
見
做
せ
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
卓
抜
の
批
評
的
明
察

力
あ
る
活
動
的
研
究
者
が
何
故
ス
サ
ン
［
ト
］
シ
ル
ト
添
毛
手
結
び
を
こ
れ
ほ
ど
過
大
に
評
価
す
る
気
持
に
な
っ
た
の
か
、
こ
の
こ
と

は
、
こ
の
学
者
の
別
な
る
御
気
に
入
り
意
見
が
右
の
過
大
評
価
と
緊
密
こ
の
上
な
く
結
付
い
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
理
解
で

き
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
当
の
意
見
に
つ
い
て
は
引
続
き
な
お
精
し
く
吟
味
し
よ
う
。
だ
が
そ
の
前
に
な
お
問
わ
れ
て
よ
い
─
─
技
術
面

の
性
質
に
つ
い
て
グ
ラ
ー
フ
の
絨
毯
は
本
当
に
稀
有
で
あ
っ
て
、
保
存
さ
れ
周
知
と
な
っ
て
い
る
残
余
の
ペ
ル
シ
ア
絨
毯
全
品
の
な
か

に
一
つ
と
し
て
並
ぶ
も
の
な
き
珍
品
と
し
て
聳
え
る
の
か
。
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ス
サ
ン
［
ト
］
シ
ル
ト
添
毛
手
結
び
が
、
金
糸
銀
糸
の
下
敷
な
る
特
別
な
横
糸
の
導
入
に
よ
っ
て
引
起
さ
れ
た
、
普
通
の
添
毛
手
結

び
の
一
変
容
に
他
な
ら
な
い
こ
と
の
最
上
の
証
拠
は
、
金
属
糸
の
用
い
ら
れ
た
類
の
絨
毯
で
は
同
じ
添
毛
手
結
び
作
業
が
つ
ね
に
繰
返

さ
れ
て
い
る
事
実
に
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
言
い
か
え
る
と
、
グ
ラ
ー
フ
の
絨
毯
に
カ
ラ
バ
ツ
ェ
ク
が
宛
て
た
い
と
す
る
ほ
ど
の
高

齢
（
十
四
世
紀
）
は
決
し
て
許
さ
れ
な
い
が
、
し
か
し
同
じ
く
絹
や
金
銀
の
施
さ
れ
て
い
る
ペ
ル
シ
ア
絨
毯
な
ら
ば
種
々
い
く
つ
も
保

存
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
絨
毯
を
こ
れ
ま
で
技
術
面
で
調
査
で
き
た
限
り
で
は
、
添
毛
手
結
び
に
つ
い
て
グ
ラ
ー
フ
の
絨
毯
に
見
え

る
の
と
同
じ
技
術
的
処
理
が
確
認
さ
れ
た
。
金
属
糸
に
は
幾
条
か
の
下
敷
が
与
え
ら
れ
、
こ
の
下
敷
に
よ
っ
て
縦
糸
は
上
半
分
と
下
半

分
と
に
分
割
と
見
え
る
。
繊
細
な
絹
糸
は
ス
サ
ン
［
ト
］
シ
ル
ト
添
毛
手
結
び
の
仕
方
で
縦
糸
へ
結
び
込
ま
れ
る
の
で
、
絨
毯
の
裏
が

わ
に
は
、
手
結
び
添
毛
の
各
々
に
よ
る
（
下
方unter

）
縦
糸
一
本
の
捲
込
み
し
か
目
に
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
思
え
る
。

　

こ
う
し
た
ペ
ル
シ
ア
絨
毯
で
グ
ラ
ー
フ
の
絨
毯
と
や
や
異
な
る
仕
方
で
行
わ
れ
た
の
は
、
た
だ
金
糸
銀
糸
の
嵌は

め

込こ

み
だ
け
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
で
き
る
だ
け
輝
く
繻し

ゅ

子す

面
を
生
み
た
い
目
的
に
応
じ
て
実
際
に
繻
子
縛
り
（A

tlasbindung

）
風
、
し
か
も
（
こ
れ
ま
で
当

の
材
料
を
調
査
で
き
た
限
り
で
は
）
八
条
繻
子
の
図
式
で
金
属
糸
を
置
く
の
で
、
つ
ね
に
七
本
の
縦
糸
が
金
属
糸
で
覆
わ
れ
、
こ
の
金
属
糸

は
、
よ
う
や
く
八
本
目
縦
糸
の
下
に
消
え
る
や
直
ち
に
ま
た
も
登
場
で
九
本
目
―
十
五
本
目
の
縦
糸
を
覆
い
、
以
下
同
様
の
連
続
と
な

る
。
だ
が
繻
子
織
り
（A

tlasw
eberei

）
通
例
の
図
式
に
比
べ
る
と
、
縛
り
ゆ
く
縦
糸
は
一
―
九
、四
―
一
二
、七
―
一
五
、
等
々
の
順
で

撰
ば
れ
た
の
で
な
く
、
絶
え
ず
交
代
し
つ
つ
第
一
―
第
九
、
第
五
―
第
一
三
、
等
々
の
糸
が
縛
っ
て
ゆ
く
の
で
、
結
果
と
し
て
金
属
糸

に
は
、
き
わ
め
て
幅
広
い
節
目
の
あ
る
畝う

ね

織
り
（Rips

）
同
然
と
見
え
る
規
則
的
層
理
に
な
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
、
と
い
う
相
違
に

注
目
し
た
い
。
ま
た
、こ
こ
に
注
目
す
る
限
り
で
、い
ま
述
べ
た
仕
方
で
嵌
込
ま
れ
る
金
属
糸
を
織
込
ま
れ
た

0

0

0

0

0

（eingew
irkt<einw

irken

）

と
語
っ
て
、
こ
う
し
た
金
属
糸
自
体
を
、
グ
ラ
ー
フ
の
絨
毯
に
お
け
る
金
属
糸
の
編
み
細
工

0

0

0

0

（Geflecht<flechten

）
に
対
置
す
る
カ
ラ

バ
ツ
ェ
ク
は
正
し
い
。
す
な
わ
ち
特
別
種
類
の
添
毛
手
結
び
な
ら
ぬ
、
こ
の
編
み
細
工

0

0

0

0

に
こ
そ
、
絹
と
金
属
糸
製
で
周
知
残
余
の
ペ
ル
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シ
ア
絨
毯
か
ら
グ
ラ
ー
フ
の
絨
毯
を
区
別
す
る
技
術
的
契
機
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
だ
が
こ
の
種
の
絨
毯
で
す
で
に
、
カ
ラ
バ
ツ
ェ
ク

の
見
付
け
た
と
信
じ
た
類
の
、
平
織
り
と
の
類
比
（A

nalogie

）
が
問
題
に
な
り
得
る
の
で
あ
れ
ば
、
織
込
ま
れ
た

0

0

0

0

0

金
属
糸
を
も
つ
右

の
非
ス
サ
ン
［
ト
］
シ
ル
ト
絨
毯
で
は
ま
さ
し
く
、
さ
ら
に
一
層
易
々
と
同
じ
事
態
が
生
じ
て
い
る
と
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
の
通
り
と
カ
ラ
バ
ツ
ェ
ク
は
、
こ
の
対
象
に
捧
げ
た
著
書
自
体
を
『
縦た

て

機ば
た

タ
ピ
ス
リ
ー
発
展
史
へ
の
寄
与
（Beitrag zur 

Entw
ickelungsgeschichte der T

apisserie de haute- lisse

）』
と
名
付
け
て
い
る
。
ゴ
ブ
ラ
ン
織
り
（Gobelinw

irkerei

）
の
創
案
は
自
国

民
の
も
の
と
依
然
フ
ラ
ン
ス
人
の
主
張
し
て
い
た
時
代
に
、
オ
リ
エ
ン
ト
研
究
で
き
わ
め
て
高
い
功
績
あ
る
研
究
者
が
す
で
に
、
こ
の 

技
術
の
使
用
は
十
字
軍
よ
り
は
る
か
以
前
の
時
代
に
遡
り
、
オ
リ
エ
ン
ト
に
生
れ
て
い
た
で
も
あ
ろ
う
、
と
の
正
し
い
直
覚
を
も
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
感
覚
は
ま
こ
と
に
正
し
か
っ
た
―
―
し
か
し
、
こ
れ
を
善
し
と
す
る
実
物
（in natura

）
の
証
拠
は
ひ
と
つ
も

挙
げ
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
と
き
捜
索
中
の
当
研
究
者
の
手
に
グ
ラ
ー
フ
の
絨
毯
が
入
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
方
で
は
、
竪
形
織
機

（aufrechter W
ebstuhl ; haute- lisse

）
で
調
製
と
い
う
正
し
い
前
提
か
ら
出
立
し
な
が
ら
、
他
方
で
は
、
た
だ
の
添
毛
手
結
び
と
い
う

実
質
を
無
理
に
誤
認
し
た
ゆ
え
に
、
こ
の
絨
毯
を
カ
ラ
バ
ツ
ェ
ク
は
、
原
初
の
姿
に
お
け
る
縦た

て

機ば
た

技
術
、
す
な
わ
ち
平
織
り
、
つ
ま
り

ゴ
ブ
ラ
ン
織
り
技
術
の
代
表
例
で
あ
る
と
説
明
す
る
に
至
っ
た
。

　

こ
の
主
張
向
き
の
万
全
の
証
拠
を
カ
ラ
バ
ツ
ェ
ク
は
文
献
研
究
か
ら
得
よ
う
と
努
め
た
。
す
る
と
東
方
の
文
献
で
は
、ス
サ
ン

0

0

0

［
ト0

］

シ
ル
ト

0

0

0

つ
ま
り
針
仕
事
の

0

0

0

0

（Susandschird, d. i. m
it der N

adel gearbeitet

）
と
呼
ば
れ
て
、
そ
の
高
価
な
芸
術
的
価
値
は
讃
え
尽
せ
な

い
種
類
の
絨
毯
が
し
ば
し
ば
話
題
と
な
っ
て
い
る
。
手
間
の
か
か
る
綿
密
な
研
究
に
も
と
づ
い
て
カ
ラ
バ
ツ
ェ
ク
は
、
自
身
の
文
献
の

ス
サ
ン
［
ト
］
シ
ル
ト
絨
毯
は
一
種
の
浮レ

リ
ー
フ彫
様
式
、
す
な
わ
ち
彫
琢
さ
れ
た
金
属
地
（M

etallgrund

）
に
盛
上
る
フ
ラ
シ
天ビ

ロ

ー

ド

［
鵞
絨
］

装
飾
模
様
法（Plüschornam

entik

）を
見
せ
て
い
た
に
違
い
な
い
、と
の
結
論
に
達
し
た
。
両
者
と
も
グ
ラ
ー
フ
の
絨
毯
に
見
ら
れ
る
が
、

し
か
も
こ
こ
で
は
カ
ラ
バ
ツ
ェ
ク
の
見
解
に
よ
る
と
、
金
属
編
み
細
工
（M

etallgeflecht

）
も
絹
手
結
び
（Seidenknüpfung

）
も
双
方
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と
も
針
（N

adel

）
の
助
け
を
借
り
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
高
名
な
こ
の
研
究
者
に
は
即
座
に
、
当
の
絨
毯
の
縦た

て

機ば
た

作
業
と
し
て
の
全
体

性
格
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
カ
ラ
バ
ツ
ェ
ク
に
よ
る
総
括
箇
所
（
前
掲
書S. 91

）
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
掲
げ
る
─
─

　
「
わ
れ
わ
れ
の
品
で
ス
サ
ン
［
ト
］
シ
ル
ト
技
術
は
組
合
せ
の
形
で
表
現
さ
れ
る
─
─
フ
ラ
シ
天
式
（plüschartig

）
と
編
み
細
工
式

（geflechtartig
）
と
で
あ
る
。
前
者
は
、
部
分
的
に
は
編
込
み
工
程
（Flechtprozeß

）（
＊
）
か
ら
生
じ
た
と
し
て
も
、
編
み
目
が
開
い
て

見
え
る
の
で
一
貫
し
て
添
毛
ひ
と
つ
ひ
と
つ
手
結
び
の
方
式
と
し
て
目
立
ち
、
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
外
見
の
底
に
横
た
わ
る
刺
繡
様
式

（Stickereistil

）
に
注
目
す
れ
ば
、
作
業
は
画

カ
ン
ヴ
ァ
ス布
針ス

テ
ッ
チ

目
縫
い
（Stram

instich

）
で
生
じ
て
い
る
か
に
見
え
る
。
同
様
に
観
察
す
る
と
、
後

者
の
底
に
は
一
種
の
弁
髪
［
お
下
げ
髪
］
も
し
く
は
編
み
髪
の
刺
繡
（Zopf-  oder Flechtstich

）
が
あ
る
。
こ
れ
は
い
つ
で
も
前
者
が
終
っ

た
と
こ
ろ
で
始
ま
る
か
、
そ
の
逆
か
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
縦
糸
の
幅
全
体
に
わ
た
っ
て
は
走
ら
な
い
の
で
、
金
地
か
銀
地
で
個
々
そ

れ
ぞ
れ
に
自
立
す
る
色
彩
平
面
は
隣
合
い
に
縫
い
綴
じ
ら
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（aneinander geheftet < heften

）
か
に
見
え
る
。
さ
ら
に
加
え

て
、
織
地
産
出
の
た
め
に
必
要
な
横
糸
は
平
織
り
風

0

0

0

0

（leinw
andartig

）
に
縦
糸
を
縛
る
と
い
う
事
情
を
も
顧
慮
す
れ
ば
、
私
は
、
こ

の
技
術
ま
た
当
の
品
と
も
ど
も
面
前
に
あ
る
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
名
声
を
得
た
、
い
わ
ゆ
る
縦た

て

機ば
た

の
タ
ピ
ス
リ
ー
（tapisserie de 

haute- lisse

）
の
原
理
の
原
初
の
姿

0

0

0

0

0

0

0

（Prinzip in seiner U
rsprünglichkeit

）
で
あ
り
、
こ
の
原
理
唯
一
の
代
表
例
で
あ
る
、
と
主
張
し

て
憚
ら
な
い
。」

　

 （
＊
）
こ
れ
は
、
添
毛
手
結
び
は
針
お
よ
び
細
い
縦
帯
上
に
走
る
糸
で
行
わ
れ
た
と
す
る
、
カ
ラ
バ
ツ
ェ
ク
の
推
測
と
関
係
す
る
。

　

こ
の
引
用
箇
所
か
ら
明
か
に
、自
身
の
絨
毯
と
平
織
り
技
術
（W

irkerei- T
echnik ; haute- lisse

）
と
のtertium

 com
parationis

［
比 

較
の
た
め
の
第
三
者
］
を
カ
ラ
バ
ツ
ェ
ク
が
二
つ
の
契
機
に
見
て
い
る
こ
と
が
判
る
─
─
一
、
均
質
（hom

ogen

）
の
横
糸
が
現
存
せ
ず
、

金
属
編
み
細
工
と
添
毛
手
結
び
と
が
次
々
と
並
ん
で
は
別
々
に
交
代
す
る
か
ら
で
あ
り
、
二
、
織
地
産
出
の
た
め
に
必
要
な
横
糸
（
第

一
七
図
ａ
）
が
平
織
り
風
に
縦
糸
を
縛
る
か
ら
で
あ
る
。
第
一
契
機
は
第
二
契
機
の
ご
と
く
確
か
に
平
織
り
（W

irkerei

）
で
も
起
る
が
、
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し
か
し
根
本
的
に
異
な
る
仕
方
に
お
い
て
で
あ
る
。

　

平
織
り
（W

irkerei

）
の
本
質
的
要
素
は
畝
織
り

0

0

0

（Ripsbindung

）
で
あ
る
。
横
糸
が
縦
糸
の
幅
全
体
は
走
り
通
さ
な
く
と
も
、
横
糸

が
押
し
を
加
え
た
隣
り
の
糸
が
劣
ら
ず
畝
織
り
と
し
て
縦
糸
内
へ
入
っ
て
く
る
。
と
こ
ろ
が
グ
ラ
ー
フ
の
絨
毯
で
は
畝
織
り
が
ど
こ
に

も
見
え
な
い
─
─
あ
る
ば
あ
い
は
編
み
細
工
（Geflecht

）、
あ
る
ば
あ
い
は
添
毛
手
結
び
（K

nüpfung

）
で
あ
り
、
し
か
も
広
汎
に
わ

た
る
の
は
、
完
全
に
貫
通
す
る
横
糸
の
あ
る
本
来
的
機は

た

織
り
（W

eberei

）
の
原
理
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
平
織
り
と
グ
ラ
ー
フ
の
絨
毯

の
技
術
と
の
唯
一
の
共
通
項
と
し
て
残
る
の
は
、
た
だ
堅
形
織
機
（aufrechter W

ebstuhl ; haute- lisse

縦た
て
機ば
た

）
だ
け
で
あ
る
が
、
ち
な

み
に
こ
れ
は
、
平
織
り
で
は
水
平
形
織
機
（w

a

［a

］gerechter W
ebstuhl ; basse- lisse 

横よ
こ
機ば
た

）
に
地
位
を
譲
る
こ
と
も
で
き
る
織
機
で
あ

る
。
余
事
一
切
は
根
本
的
に
相
異
な
っ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
た
だ
い
ま
詳
解
せ
る
両
点
、
カ
ラ
バ
ツ
ェ
ク
に
よ
る
と
グ
ラ
ー
フ
の
絨
毯
で
縦
機
技
術
（haute- lisse- T

echnik

）
か
平
織
り

（W
irkerei

）
が
表
に
出
た
と
す
べ
き
両
点
に
ふ
た
た
び
注
目
す
れ
ば
、
と
り
わ
け
つ
ぎ
の
異
議
を
唱
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
─
─
一
、

に
つ
い
て
は
、
縦
機
技
術
（
平
織
り
）
に
お
い
て
縦
糸
の
幅
内
で
代
る
の
は
糸
だ
け
で
技
術
（Ripsbindung 

畝
織
り
）
自
体
に
変
化
は
な

い
の
に
、
グ
ラ
ー
フ
の
絨
毯
で
は
糸
だ
け
で
な
く
材
料
（
絹
─
金
属
糸
）
も
技
術
（
編
み
細
工
─
添
毛
手
結
び
）
も
交
代
し
て
い
る
し
、
二
、

に
つ
い
て
は
、haute- lisse- T

echnik

（
縦
機
技
術
）
が
頼
る
の
は
確
か
にLeinw

andbindung

（
平
織
り
）、
し
か
も
全
く
明
確
独
得

な
変
種
す
な
わ
ちRipsbindung

（
畝
織
り
）
に
で
あ
る
が
、
こ
の
畝
織
り
が
グ
ラ
ー
フ
の
絨
毯
で
は
全
然
ど
こ
に
も
用
い
ら
れ
て
い

な
い
。

　

こ
う
し
て
結
局
グ
ラ
ー
フ
の
絨
毯
を
制
作
す
る
技
術
に
つ
い
て
は
、
縦
機
の
タ
ピ
ス
リ
ー
（tapisserie de haute- lisse

）
の
原
理
と

は
何
ら
直
接
の
関
り
が
な
い
、
と
言
っ
て
よ
ろ
し
か
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
当
の
タ
ピ
ス
リ
ー
技
術
は
起
源
が
フ
ラ
ン
ス
で
な
い
と
証
明

し
た
か
っ
た
こ
と
で
は
、
カ
ラ
バ
ツ
ェ
ク
の
念
願
は
別
の
道
で
成
就
さ
れ
て
い
る
。
平
織
り
壁
掛
け
絨
毯
に
つ
い
て
の
本
書
第
一
章
で
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古
代
の
織
布
技
芸
内
に
お
け
る
平
織
り
（W

irkerei

）
の
主
た
る
意
義
は
十
分
に
論
究
さ
れ
た
が
、
カ
ラ
バ
ツ
ェ
ク
教
授
は
当
該
証
拠

品
す
な
わ
ち
エ
ジ
プ
ト
の
織
布
遺
例
の
た
め
に
画
期
的
貢
献
を
果
さ
れ
た
方
で
あ
り
、
御
自
身
い
ま
は
恐
ら
く
、
グ
ラ
ー
フ
の
絨
毯
に

お
け
る
縦
機
の
タ
ピ
ス
リ
ー
の
原
理
は
、
余
計
に
な
っ
た
も
の
と
し
て
御
放
棄
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
カ
ラ
バ
ツ
ェ
ク
が
主
張
し
て
勝
利
を
収
め
た
、
平
織
り
（W

irkerei

）
の
起
源
は
オ
リ
エ
ン
ト
と
す
る
確
信
に
つ
い
て
は
、
手

に
触
れ
る
証
拠
は
な
く
と
も
今
日
で
は
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
、
完
全
に
解
決
済
み
と
思
わ
れ
る
。
言
い
か
え
る
と
、
ア
ー
リ
ア
人
種
の
西

方
へ
の
移
動
な
る
大
層
好
ま
れ
た
教
説
は
も
は
や
学
問
の
前
で
持
堪
え
ら
れ
ず
日
ご
と
に
地
歩
を
失
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
れ
で
も

な
お
、
こ
れ
ま
で
古
代
芸
術
や
先
史
芸
術
に
つ
い
て
確
実
な
り
と
突
止
め
る
こ
と
の
で
き
た
事
柄
す
べ
て
が
教
え
て
い
る
の
は
、
温

帯
の
地
方
で
は
、
こ
と
に
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
や
ナ
イ
ル
河
谷
［
上
エ
ジ
プ
ト
］
下
方
が
提
供
し
た
は
ず
の
恵
み
深
い
気
候
条
件
の
も
と
で
、

芸
術
も
文
化
も
早
く
に
発
展
や
成
熟
の
高
み
に
達
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
が
平
織
り
の
成
立
を
考
え
る
べ
き

で
あ
ろ
う
と
し
た
（
原
書S. 8. 

本
論
叢
第
百
二
十
六
集
九
頁
）、
編
ん
だ
垣
根
や
筵む

し
ろ
の
織
布
材
料
へ
の
最
初
の
転
用
が
、
果
し
て
エ
ジ
プ
ト

や
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
、
パ
ン
ジ
ャ
ブ
［
イ
ン
ド
北
西
部
］
や
中
国
で
生
じ
て
い
た
か
ど
う
か
、
こ
れ
は
も
は
や
確
か
に
、
芸
術
史
に
は
ほ

と
ん
ど
確
定
で
き
る
こ
と
で
な
か
ろ
う
。

　

こ
う
し
て
さ
ら
に
高
ま
る
の
は
、
技
術
の
関
係
で
グ
ラ
ー
フ
の
絨
毯
は
本
当
に
、
東
方
の
文
献
内
で
多
々
語
ら
れ
褒
め
ら
れ
る
ス
サ

0

0

ン0

［
ト0

］
シ
ル
ト

0

0

0

絨
毯
の
種
類
と
同
一
視
し
て
よ
い
の
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
こ
の
疑
問
が
オ
リ
エ
ン
ト
言
語
学
の
領
域
に
触
れ

る
限
り
で
は
、
筆
者
の
私
に
異
議
を
唱
え
る
資
格
は
な
い
と
自
覚
し
て
い
る
。
た
だ
し
ひ
と
つ
─
─Susandschird

な
る
語
の
翻
訳

は
厳
格
にN

adelw
erk

（
針
仕
事

0

0

0

）
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
グ
ラ
ー
フ
の
絨
毯
の
技
術
と
の
同
一
視
は
蓋
然
性
の
多
く
を
失
う
、
と
言

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

添
毛
手
結
び
で
は
針
の
助
け
を
借
り
る
必
要
が
全
然
な
か
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
さ
き
に
詳
し
く
説
明
し
た
。
む
し
ろ
同
様
の
助
け
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は
金
属
の
編
み
糸
を
置
く
際
に
用
い
ら
れ
た
か
も
知
れ
ず
、
カ
ラ
バ
ツ
ェ
ク
は
こ
の
と
き
の
金
製
刺
繡
針
の
使
用
を
推
測
し
た
。
し
か

し
こ
れ
も
、
オ
リ
エ
ン
ト
人
の
今
日
な
お
多
々
現
存
す
る
驚
く
べ
き
手
細
工
の
器
用
さ
を
見
れ
ば
、
絶
対
に
必
要
で
な
か
っ
た
。
他
方
、

無
し
で
済
む
と
こ
ろ
で
器
械
の
助
け
を
借
り
る
な
ど
と
は
、
決
し
て
オ
リ
エ
ン
ト
の
技
芸
創
作
活
動
の
性
格
に
合
う
こ
と
で
な
い
。

　

グ
ラ
ー
フ
の
絨
毯
に
と
っ
て
、Susandschird

の
訳
語
をN

adelm
alerei

［
針
絵
画
・
刺
繡
図
絵
］
と
し
た
カ
ラ
バ
ツ
ェ
ク
の
選
択

も
幸
甚
で
あ
っ
た
と
思
え
な
い
。
ふ
つ
う
「
刺
繡
図
絵
」
と
聞
い
て
結
付
け
る
の
は
一
箇
明
確
な
概
念
で
あ
り
、
こ
れ
は
全
然
と
し
て

よ
い
ほ
ど
当
の
絨
毯
に
関
り
が
な
い
。
刺
繡
図
絵
に
競
わ
せ
る
相
手
は
刷
毛
（
筆
）
絵
（Pinselm

alerei

）
で
あ
り
、
両
者
の
相
違
は
、

前
者
の
彩
色
は
針
で
運
ぶ
色
と
り
ど
り
の
糸
に
よ
り
、
後
者
で
は
刷
毛
（
筆
）
を
揮
う
顔
料
塗
布
に
よ
る
こ
と
で
あ
る
。
前
者
で
も
後

者
で
も
大
切
な
の
は
、
多
か
れ
少
か
れ
自
然
主
義
的
な
絵
を
作
る
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
わ
れ
わ
れ
の
絨
毯
で
見
る
の
は
何
か
。
添

毛
手
結
び
の
技
術
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
、
強
烈
に
様
式
化
さ
れ
た
植
物
模
様
で
あ
る
。
刺
繡
図
絵
の
要
素

0

0

0

0

0

0

0

は
運
動
の
絶
対
的
自
由

あ
る
平ひ

ら

繡ぬ
い

（Plattstich ; flat stitch 

フ
ラ
ッ
ト
＝
ス
テ
ッ
チ
）
で
あ
り
、
グ
ラ
ー
フ
の
絨
毯
の
要
素

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

は
数
え
る
糸
に
縛
ら
れ
る
原
理
す
な
わ

ち
画

カ
ン
ヴ
ァ
ス布
刺
繡
（Stram

instickerei

）
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
グ
ラ
ー
フ
の
絨
毯
を
針
仕
事

0

0

0

や
刺
繡
図
絵

0

0

0

0

と
し
て
語
る
こ
と
に
は
尤
も
な
根
拠
が
異
を
唱
え
る
が
、
し
か
し
他
方
、
ス
サ

ン
［
ト
］
シ
ル
ト
と
グ
ラ
ー
フ
の
絨
毯
の
技
術
と
が
重
な
り
合
う
可
能
性
を
き
っ
ぱ
り
と
は
反
駁
で
き
な
い
。
グ
ラ
ー
フ
の
絨
毯
も
ま

た
、
東
方
の
文
献
が
ス
サ
ン
［
ト
］
シ
ル
ト
は
こ
れ
と
し
て
描
く
豪
華
品
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
は
な
い
。
さ
ら
に
、
容
易
く
考
え
ら
れ

る
こ
と
だ
が
、
き
わ
め
て
多
く
の
他
の
工
芸
領
域
に
お
け
る
と
同
様
、N

adelm
alerei

（
針
絵
）
な
る
技
術
用
語
は
文
字
通
り
に
取
る

必
要
も
あ
る
ま
い
。
こ
う
な
る
と
、
カ
ラ
バ
ツ
ェ
ク
の
先
例
に
よ
れ
ば
当
該
文
献
上
か
な
り
一
般
的
に
採
用
さ
れ
て
は
い
る
が
、
当
の

種
類
の
絨
毯
へ
の
ス
サ
ン
［
ト
］
シ
ル
ト
な
る
呼
称
は
、
例
え
ば
今
後
に
出
る
遺
例
や
研
究
に
よ
っ
て
事
柄
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
明
瞭

と
な
る
ま
で
、
さ
し
あ
た
り
保
留
と
す
る
の
が
得
策
で
あ
ろ
う
。
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技
術
的
性
格
の
確
認
は
果
し
た
後
、［
絨
毯
外
形
の
特
性
］
記
述
完
成
の
た
め
に
な
お
残
る
の
は
、
グ
ラ
ー
フ
の
ス
サ
ン
［
ト
］
シ
ル

ト
絨
毯
の
装
飾
文
様
の
内
容

0

0

0

0

0

0

0

（ornam
entaler Inhalt

）
を
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
絨
毯
は
六
箇
の
隣
合
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
切
妻
型
に
閉
じ
ら
れ
た
縦
長
区
画
に
分
た
れ
て
い
て
、
切
妻
の
配
列
ゆ
え
に
上
部
に
は

七
箇
の
三
角
形
当
て
布
部
分
（Zw

ickel

）
が
生
じ
る
。
切
妻
型
区
画
（
第
一
六
図
の
最
右
端
）
の
そ
れ
ぞ
れ
は
各
自
の
縁
取
り
（Bordüre

）

を
も
ち
、
絨
毯
全
体
は
一
箇
共
有
の
縁
取
り
で
囲
ま
れ
て
い
る
。

　

外
が
わ
を
巡
る
縁
取
り
（A

ußenbordüre

）
で
始
め
よ
う
。
全
部
こ
れ
は
絹
の
添
毛
手
結
び
の
仕
立
て
で
あ
り
、
赤
地
の
上
に
は
太

古
の
縁
取
り
模
様
す
な
わ
ち
巻ま

き
な
み波
の
蔓つ

る

（W
ellenranke

）
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
巻
波
は
添
毛
手
結
び
で
縛
ら
れ
る
技
術
に
応
じ
て
厳

密
な
丸
み
を
も
っ
て
は
走
ら
ず
、
へ
し
折
ら
れ
て
い
る
感
じ
で
あ
る
。
走
り
進
む
緑
の
茎く

き

に
は
形
崩
れ
三
緑
葉
と
色
と
り
ど
り
の
花
と

が
代
る
代
る
に
並
ぶ
。
こ
れ
ら
形
崩
れ
の
三
葉
に
カ
ラ
バ
ツ
ェ
ク
は
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
に
は
ま
こ
と
に
聖
な
る
名
「
ア
リ
」
を
表
す
ア

ラ
ビ
ア
文
字A

li

を
読
取
っ
た
─
─
興
味
深
い
発
見
で
あ
り
、
早
い
芸
術
か
ら
伝
承
さ
れ
た
装
飾
文
様
の
形
体
を
、
い
か
に
イ
ス
ラ
ム

教
徒
の
ペ
ル
シ
ア
人
が
自
分
ら
の
神
秘
的
傾
向
の
意
味
で
活
か
す
術
を
心
得
て
い
た
こ
と
か
、
と
教
え
て
く
れ
る
。

　

六
箇
の
切
妻
型
区
画
（
祈ミ
フ
ラ
ー
ブ

禱
壁
龕
）
の
そ
れ
ぞ
れ
は
一
種
の
樹
木
模
様

0

0

0

0

（Baum
m

uster

）
で
埋
尽
さ
れ
て
い
る
が
、
色
と
り
ど
り
の

絹
の
添
毛
手
結
び
で
、
こ
の
模
様
は
地
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
金
色
の
金
属
編
み
細
工
と
の
対
照
で
際
立
つ
。
緑
色
の
樹
幹
は
、
取
囲

む
縁
取
り
の
縁
か
ら
そ
の
ま
ま
に
か
、
あ
る
い
は
パ
ル
メ
ッ
ト
を
あ
い
だ
に
介
し
て
か
、
壁
龕
の
中
央
で
真
直
ぐ
に
立
上
っ
て
い
る
。

右
や
左
へ
樹
幹
か
ら
相
称
風
に
一
本
一
本
の
小
枝
が
分
れ
る
が
、
多
少
と
も
折
れ
曲
る
線
を
描
い
て
伸
び
、
さ
ま
ざ
ま
な
蕾
や
花
に
割

振
ら
れ
て
い
る
。
形
状
の
扱
い
で
は
花
は
二
種
類
、
満
開
の
円ロ

ゼ
ッ
ト花
風
に
か
、
横
顔
の
扇
状
に
か
で
あ
る
。
ま
た
、
十
六
世
紀
十
七
世
紀

後
期
ペ
ル
シ
ア
絨
毯
の
装
飾
文
様
法
で
き
わ
め
て
大
き
な
役
を
演
じ
る
、
例
の
ギ
ザ
ギ
ザ
あ
る
長
目
の
葉
に
も
出
合
う
。

　

こ
う
し
た
花
々
を
カ
ラ
バ
ツ
ェ
ク
は
ウ
ィ
ー
ン
大
学
の
植
物
学
者
ケ
ル
ナ
ー
教
授
（A

nton Joseph K
erner, 1831-1898

）
の
助
力
を
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得
て
個
々
別
々
は
っ
き
り
さ
せ
よ
う
と
努
め
、
し
か
も
結
果
と
し
て
主
に
以
下
の
品
種
は
確
定
で
き
た
と
し
て
よ
か
ろ
う
─
─
ス
ミ
レ

（V
eilchen

）、
ア
ネ
モ
ネ
（A

nem
one

）、
ス
イ
レ
ン
（W

asserlilie

）、
ア
イ
リ
ス
（Iris

）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
花
す
べ
て
の
根
柢
に
ペ

ル
シ
ア
人
は
神
秘
的
意
義
を
置
い
て
い
て
、
こ
の
こ
と
に
つ
き
カ
ラ
バ
ツ
ェ
ク
は
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。
だ
か
ら
と
て
決
し
て
、
目
の

前
の
意モ

テ
ィ
ー
フ匠
そ
の
も
の
が
中
世
の
イ
ス
ラ
ム
教
徒
ペ
ル
シ
ア
人
に
よ
っ
て
案
出
さ
れ
た
、と
は
証
明
さ
れ
て
い
な
い
。い
ず
れ
に
せ
よ
花
々

の
神
秘
的
意
義
は
、
ま
さ
し
くA

li

の
語
の
縁
取
り
へ
の
編
込
み
と
同
様
に
解
明
す
べ
き
事
柄
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
の
わ
れ
わ
れ
に
は

た
だ
、
伝
承
さ
れ
た
装
飾
文
様
法
が
イ
ス
ラ
ム
教
徒
後
年
の
宗
教
的
な
神
秘
的
傾
向
に
適
合
し
て
い
る
、
と
認
め
る
こ
と
し
か
な
い
で

あ
ろ
う
。

　

だ
が
切
妻
型
区
画
に
は
（
基
部
を
除
き
）
な
お
固
有
の
縁
取
り
が
あ
る
。
こ
の
縁
取
り
で
、暗
青
色
の
地
の
上
に
円ロ

ゼ
ッ
ト花
状
の
赤
い
花
（
カ

ラ
バ
ツ
ェ
ク-

ケ
ル
ナ
ー
に
よ
れ
ば
ラ
ナ
ン
キ
ュ
ラ
スRanunkel

キ
ン
ポ
ウ
ゲ
科
）
を
見
る
が
、
屈か

が

ん
だ
黄
色
い
茎
は
縁
か
ら
育
ち
、
進
み
ゆ
く

黄
色
い
線
で
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
縛
ら
れ
て
い
る
と
見
え
る
。
屈
ん
だ
茎
に
並
ぶ
花
と
い
う
意モ

テ
ィ
ー
フ匠
は
パ
リ
国
立
図
書
館
蔵
『
ゴ
デ
ス
カ
ル
ク

の
典
礼
用
福
音
書
（Evangéliaire de Godescalc
）』（
第
一
九
図
）（
＊
）
の
注
目
す
べ
き
頭
文
字
に
も
見
ら
れ
、
し
か
も
縁
取
り
と
し
て
で

第一九図
ゴデスカルクの
典礼用福音書頭文字
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あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
一
目
で
絨
毯
の
縁
を
思
起
さ
せ
る
。
こ
の
福
音
書
が
書
か
れ
た
の
は
紀
元
七
八
一
─
七
八
三
年
、
す
な
わ
ち
、
わ
れ

わ
れ
の
知
る
す
べ
て
に
照
し
て
未
だ
自
立
せ
る
サ
ラ
セ
ン
芸
術
に
つ
い
て
は
問
題
と
な
り
得
な
か
っ
た
時
代
、
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、

西
洋
の
芸
術
を
相
手
に
オ
リ
エ
ン
ト
の
後
期
ロ
ー
マ-

ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
芸
術
の
孤
立
し
て
特
殊
化
す
る
過
程
が
未
だ
大
き
く
進
歩
し
て

い
な
か
っ
た
と
し
て
よ
い
時
代
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
す
で
に
わ
れ
わ
れ
は
、
い
か
な
る
根
基
か
ら
オ
リ
エ
ン
ト
絨
毯
装

飾
文
様
法
の
意モ

テ
ィ
ー
フ匠
の
少
く
と
も
一
部
が
発
し
た
に
違
い
な
い
か
と
、
ひ
と
つ
の
貴
重
な
示
唆
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

 （
＊
）
第
一
九
図
は
ヤ
ニ
チ
ェ
ク
（H

ubert Janitschek, 1846-1893

）
の
著
書
か
ら
の
借
用
で
あ
る　
（Geschichte der deutschen M

alerei. 

Berlin, Grote. 1890. S. 25
）。
こ
の
頭
文
字
は
き
わ
め
て
注
目
に
値
す
る
。
一
方
で
抽
象
に
傾
い
て
オ
リ
エ
ン
ト
化
し
つ
つ
他
方
で
ま
さ
し
く

古ク
ラ
シ
ク典

と
感
じ
ら
れ
る
装
飾
文
様
が
、
意
義
深
く
多
々
教
え
る
と
こ
ろ
あ
る
具
合
に
隣
合
い
で
置
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

さ
き
の
切
妻
型
区
画
二
つ
の
あ
い
だ
ご
と
に
挟
ま
る
三
角
形
当
て
布
部
分
（Zw

ickel 

第
一
六
図
）
で
は
、
樹
木
模
様
と
同
じ
相
称
風

空
間
充
塡
の
原
理
が
、
様
式
化
さ
れ
た
植
物
的
要
素
で
、
し
か
も
銀
編
み
細
工
を
地
と
し
て
貫
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
個
々
の
花
に

カ
ラ
バ
ツ
ェ
ク
はA

li

お
よ
びJâ nebî

（
お
〜
、
預
言
者
よ
）
な
る
文
字
を
読
取
れ
る
と
信
じ
て
い
る
。

　

装
飾
文
様
に
独
得
の
主
要
意モ

テ
ィ
ー
フ
匠
［
画
因
］
は
、
相
称
風
に
分
岐
す
る
蔓
に
種
々
の
果
樹
花
を
つ
け
て
直
立
す
る
樹
木
像
で
あ
る
が
、

こ
の
意モ

テ
ィ
ー
フ匠
に
つ
い
て
明
確
に
言
え
る
こ
と
は
、
後
期
古
代
の
時
代
に
出
る
同
類
諸
像
と
の
関
連
で
、
次
章
に
こ
こ
よ
り
適
切
な
場
が
あ

ろ
う
。
こ
こ
に
な
お
残
る
の
は
、グ
ラ
ー
フ
の
ス
サ
ン
［
ト
］
シ
ル
ト
絨
毯
に
カ
ラ
バ
ツ
ェ
ク
が
置
い
た
場
所
規
定

0

0

0

0

（O
rtsbestim

m
ung 

原
産
地
規
定
）
お
よ
び
年
代
規
定

0

0

0

0

（Zeitbestim
m

ung

）
に
立
入
り
、
両
規
定
を
支
え
て
い
る
と
見
え
る
根
拠
を
調
べ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

十
四
世
紀
な
る
年
代
査
定
は
、縁
取
り
の
文
字A

li

の
書
き
方
に
も
と
づ
く
と
思
わ
れ
る
ゆ
え
、確
か
に
古
書
体
学

0

0

0

0

（paläographisch

）

の
領
域
に
お
け
る
決
定
的
証
拠
あ
り
と
し
て
よ
い
。
他
に
な
お
カ
ラ
バ
ツ
ェ
ク
の
論
じ
て
い
る
す
べ
て
は
、
精
々
た
だ
、
こ
の
絨
毯
の

近
代
に
お
け
る
成
立
は
ま
ず
な
い
、
と
言
え
る
ほ
ど
の
こ
と
で
し
か
な
い
。
こ
の
品
が
高
齢
で
あ
る
証
拠
と
し
て
カ
ラ
バ
ツ
ェ
ク
が
挙



26

細井　雄介

げ
る
の
は
四
件
で
あ
る
─
─
一
、
絹
の
使
用
、
二
、
金
地
銀
地
と
す
る
豊
富
な
金
属
消
費
、
三
、
十
六
世
紀
に
ま
で
遡
れ
る
ペ
ル
シ
ア

絨
毯
上
に
は
立
証
で
き
な
い
縦た

て

機ば
た

技
術
、
四
、
祈ミ

フ
ラ
ー
ブ

禱
壁
龕
の
構
築
的
形
成
。

　

右
四
点
の
証
明
力
は
一
部
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
た
も
の
で
し
か
な
い
。
第
一
点
に
つ
い
て
は
、
や
が
て
見
る
よ
う
に
装
飾
文
様
で
極ご

く
近
縁
ど
こ
ろ
か
部
分
的
に
は
同
一
の
絨
毯
が
最
近
年
ま
で
作
ら
れ
て
い
た
ホ
ー
タ
ン
（K

hotan

）
で
は
、
今
日
な
お
全
絹
絨
毯
の
添

毛
手
結
び
が
行
わ
れ
て
い
る
事
実
に
注
目
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
近
年
の
ホ
ー
タ
ン
絨
毯
は
、
ス
サ
ン
［
ト
］
シ
ル
ト
絨
毯
に

現
れ
る
類
と
ま
さ
に
同
じ
構
築
的
な
祈ミ

フ
ラ
ー
ブ

禱
壁
龕
形
成
を
も
見
せ
て
お
り
、
こ
う
し
て
同
時
に
右
の
第
四
点
は
処
理
済
み
で
あ
る
。
第
三

点
に
つ
い
て
は
、
さ
き
に
詳
解
し
た
か
ら
に
は
、
あ
と
金
糸
銀
糸
に
特
有
の
編
み
方
を
承
認
す
る
だ
け
で
よ
ろ
し
か
ろ
う
。
だ
が
こ
の

契
機
だ
け
は
、
カ
ラ
バ
ツ
ェ
ク
が
第
二
点
で
も
強
調
す
る
豊
富
な
金
属
調
達
の
こ
と
と
合
せ
て
実
際
に
、
ス
サ
ン
［
ト
］
シ
ル
ト
絨
毯

の
古
物
性
（A

ltertüm
lichkeit 

古
さ
）
の
証
明
に
向
い
て
い
る
と
思
え
る
。
と
い
う
の
も
、先
述
の
仕
方
（
原
文S. 88　

本
訳
書
一
三
頁
以
下
）

で
金
属
編
み
細
工
が
置
か
れ
た
豪
華
絨
毯
の
生
産
は
、
今
日
ど
こ
で
も
出
合
え
ず
、
も
は
や
か
つ
て
の
製
造
の
痕
跡
も
発
見
で
き
な
い

以
上
す
で
に
遠
い
昔
に
消
滅
と
し
て
よ
い
か
ら
で
あ
る
（
し
か
し
本
章
の
補
遺
を
参
照
の
こ
と
）。

　

十
四
世
紀
な
る
ス
サ
ン
［
ト
］
シ
ル
ト
絨
毯
の
年
代
規
定

0

0

0

0

（D
atirung

）
の
こ
と
は
、
す
で
に
注
目
の
ご
と
く
、
専
ら
古
書
学
的
な

証
拠
と
結
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
証
拠
を
カ
ラ
バ
ツ
ェ
ク
はA

li

な
る
書
字
の
性
質
か
ら
汲
取
っ
た
が
、
こ
の
語
は
、
さ
き
に
同
じ
く
注

目
し
た
が
縁
取
り
に
形
崩
れ
三
緑
葉
の
形
体
と
し
て
七
十
七
回
繰
返
さ
れ
る
。
同
じ
底
地
に
カ
ラ
バ
ツ
ェ
ク
は
さ
ら
に
、
年ク

ロ
ノ
グ
ラ
ム

代
表
示
銘

（chronogram
m

atisch

）
の
算
定
法
で
、
一
三
三
二
か
一
三
三
三
の
数
値
を
見
出
し
て
い
る
が
、
こ
の
成
果
を
当
の
研
究
者
は
た
だ
控
え

目
に
伝
え
る
だ
け
で
あ
る
。

　

場
所
問
題

0

0

0

0

（O
rtsfrage 

原
産
地
問
題
）
に
つ
い
て
カ
ラ
バ
ツ
ェ
ク
は
い
つ
も
の
徹
底
性
を
見
せ
て
詳
論
、
ま
こ
と
に
定
か
な
結
果
を

も
得
る
が
、
も
と
よ
り
こ
れ
に
は
、
グ
ラ
ー
フ
の
絨
毯
は
性
質
を
見
る
と
東
方
文
献
の
ス
サ
ン
［
ト
］
シ
ル
ト
絨
毯
と
実
際
に
同
一
視
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で
き
る
、
と
の
前
提
が
あ
る
。
カ
ラ
バ
ツ
ェ
ク
の
詳
論
に
よ
れ
ば
、
ス
サ
ン
［
ト
］
シ
ル
ト
製
造
の
所
在
地
は
南
西
ペ
ル
シ
ア
の
フ
ー

ゼ
ス
タ
ン
州
（Chûzistân 

現
在
のK

huzestan 

古
代
のSusiana

）
お
よ
び
フ
ァ
ー
ル
ス
州
（Fâris 

現
在
のFars 

古
代
のPersis

）
で
あ
る
。

カ
ラ
バ
ツ
ェ
ク
は
手
工
芸
的
絨
毯
工
場

0

0

0

0

0

0

0

0

（T
eppichm

anufaktur. T
hirâz

）
の
あ
っ
た
村
落
あ
れ
こ
れ
を
も
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
種
の
絨

毯
工
場
は
、
こ
と
に
教カ

リ
フ主
時
代
に
栄
え
た
独
得
で
、
今
日
で
は
も
は
や
歴
史
に
属
す
施
設
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
若
干
こ
れ
に
つ
い
て
、

こ
の
場
で
語
ら
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

す
で
に
別
の
箇
所
で
強
調
し
た
よ
う
に
、
オ
リ
エ
ン
ト
の
織
布
生
産
、
こ
と
に
絨
毯
制
作
で
は
二
つ
の
全
く
別
な
る
操
業
方

式
（Betriebssystem

 

経
営
体
系
）
を
厳
し
く
区
別
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
郷
民
全
体
に
及
ぶ
世
間
一
般
の
方
式
は
家
内
仕
事 

（H
ausfleiß

）
の
原
始
的
な
操
業
方
式
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
ま
さ
し
く
遊
牧
民
今
日
の
絨
毯
制
作
と
重
な
り
合
う
。
成
果
は
誰
よ
り

も
ま
ず
制
作
者
の
た
め
家
族
の
た
め
に
で
あ
り
、
粗
い
材
料
（
獣
毛
）
か
ら
成
り
、
酷
使
に
耐
え
て
役
立
つ
頑
丈
な
出
来
で
あ
っ
た
。

　

根
本
的
に
区
別
で
き
る
の
がT

hirâz
［
シ
ラ
ー
ズ 

王
侯
所
属
絨
毯
工
場 

本
論
叢
第
百
二
十
八
集
三
三
頁
］
す
な
わ
ち
領
主
工
場
施
設
の

操
業
方
式
で
あ
り
、
こ
れ
は
教カ

リ
フ主
や
各
州
そ
の
つ
ど
の
権
力
者
が
も
つ
独
占
的
な
特
別
権
と
な
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
領
主
の
絨
毯

工シ

ラ

ー

ズ

場
施
設
か
ら
高
価
な
豪
華
特
製
品
が
現
れ
、
品
々
は
最
高
権
力
者
自
身
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
た
か
、
寵
児
や
廷
臣
に
贈
ら
れ
た
。
こ

の
部ク

ラ
ス類
に
ス
サ
ン
［
ト
］
シ
ル
ト
絨
毯
も
属
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
絨
毯
に
つ
い
て
カ
ラ
バ
ツ
ェ
ク
は
、
た
だ
（
フ
ー
ゼ
ス
タ
ン
州
の
）

K
orkub

の
工シ

ラ

ー

ズ

場
施
設
で
制
作
の
品
だ
け
が
広
い
世
界
に
送
出
さ
れ
た
こ
と
を
文
献
で
証
明
で
き
た
し
、
こ
う
し
て
本
当
に
、
メ
ッ
カ

で
発
見
さ
れ
た
グ
ラ
ー
フ
の
絨
毯
も
、
こ
れ
を
現
に
ス
サ
ン
［
ト
］
シ
ル
ト
と
見
て
よ
い
限
り
で
は
右
の
絨
毯
工
場
の
出
来
か
も
知
れ

な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　

イ
ス
ラ
ム
教
世
界
の
繁
栄
に
つ
い
て
は
、
内
外
事
情
の
衰
退
に
つ
れ
て
領
主
の
絨
毯
工
場
も
次
第
に
終
焉
を
見
た
。
今
日
の
推
定
で

は
、
遅
く
と
も
十
七
世
紀
以
来
グ
ラ
ー
フ
の
ス
サ
ン
［
ト
］
シ
ル
ト
絨
毯
の
ご
と
く
極
め
て
高
価
な
豪
華
特
製
品
は
、
ペ
ル
シ
ア
で
は
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も
は
や
調
製
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
し
て
繁
昌
す
る
絨
毯
手
工
業
の
往
年
の
所
在
地K

orkub

は
、
早
く
も
十
七
世
紀
中
葉
に
は
一

小
村
に
成
下
っ
て
い
た
。

　

だ
が
言
わ
ず
に
は
済
ま
せ
な
い
の
は
、
グ
ラ
ー
フ
の
ス
サ
ン
［
ト
］
シ
ル
ト
絨
毯
で
最
重
要
な
特
性
い
く
つ
か
が
極ご

く
最
近
ま
で
保

持
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
し
か
も
、
カ
ラ
バ
ツ
ェ
ク
の
詳
論
を
読
め
ば
真
先
に
探
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
の
フ
ー
ゼ
ス
タ
ン
州
や

フ
ァ
ー
ル
ス
州
に
で
な
く
、
す
で
に
示
唆
し
た
が
、
奇
妙
に
も
中
国
寄
り
ト
ル
キ
ス
タ
ン

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（Chinesisch- T
urkestan

）
に
で
あ
る
。
こ

の
地
か
ら
は
、
木
綿
縦
糸
に
絹
や
金
属
糸
な
ら
ぬ
羊
毛
の
普
通
の
添
毛
手
結
び
と
は
い
え
、
一
目
即
座
に
グ
ラ
ー
フ
の
絨
毯
を
思
出

さ
せ
る
品
で
、
さ
き
ご
ろ
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
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
届
い
た
絨
毯
も
出
て
い
る
。

　

す
で
に
双
方
の
大
き
さ
が
縦
横351
：118

と373

：116

で
相
互
き
わ
め
て
近
い
。
区
分
は
同
じ
六
箇
の
切
妻
型
区
画
を
見
せ
る
が
、

た
だ
ひ
と
つ
副
次
的
だ
が
逸
れ
て
い
る
と
注
意
す
べ
き
は
、
六
区
画
の
四
つ
は
互
い
に
縁
取
り
縞
で
切
離
さ
れ
て
い
て
、
こ
れ
ら
の
縞

が
、
絨
毯
全
体
を
巡
る
同
模
様
の
縁
取
り
か
ら
発
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
個
々
の
壁
龕
部
も
そ
れ
ぞ
れ
二
つ
の
（
不
全

な
る
）
三
角
形
当
て
布
部
分
（Zw

ickel

）
を
も
つ
が
、
グ
ラ
ー
フ
の
絨
毯
（
第
一
六
図
）
で
は
、
こ
の
三
角
形
が
二
倍
の
大
き
さ
で
、
い

つ
も
二
つ
の
壁
龕
部
の
共
有
と
な
っ
て
い
る
。
縦
長
の
区
画
に
は
ほ
か
に
、ス
サ
ン
［
ト
］
シ
ル
ト
絨
毯
に
お
い
て
の
よ
う
に
固
有
の
、

し
か
も
小
さ
な
菱
形
模
様
の
縁
取
り
が
あ
る
。

　

だ
が
最
も
重
要
な
一
致
は
模
様
法
で
あ
る
。（
左
か
ら
数
え
て
）
第
一
と
第
五
番
目
の
区
画
で
気
付
く
の
は
、
ス
サ
ン
［
ト
］
シ
ル
ト

絨
毯
の
真
直
ぐ
に
立
上
る
相
称
風
の
樹
木
模
様
で
あ
り
、
ま
さ
に
同
じ
く
特
性
的
に
様
式
化
さ
れ
て
、
同
じ
く
折
れ
曲
る
枝
に
同
じ
蕾

と
花
が
あ
る
。
さ
ら
に
不
思
議
こ
の
上
な
い
の
は
縁
取
り
に
見
ら
れ
る
一
致
で
あ
り
、な
か
に
わ
れ
わ
れ
が
認
め
る
の
は
、カ
ラ
バ
ツ
ェ

ク
がA

li

と
読
取
っ
た
葉
や
ニ
オ
イ
ア
ラ
セ
イ
ト
ウ
（Cheiranthus 

カ
ラ
バ
ツ
ェ
ク-
ケ
ル
ナ
ー
に
よ
る
花
名
）
を
付
け
た
、
へ
し
折
ら
れ
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る
巻ま

き
な
み波
の
蔓
（W

ellenranke

）
で
あ
る
。
残
り
四
つ
の
壁
龕
区
画
で
は
、
円ロ

ゼ
ッ
ト花
状
の
花
で
始
ま
る
巻
波
の
蔓
三
本
ご
と
に
二
つ
、
一
つ

は
並
ぶ
円ロ

ゼ
ッ
ト花
模
様
が
、
一
つ
は
幾
何
学
的
図
式
の
蔓
形
模
様
が
付
い
て
い
る
。
切
妻
型
区
画
に
添
う
三
角
形
当
て
布
部
分
（Zw

ickel

）

を
同
じ
姿
で
充
た
す
の
は
、
菱
形
風
に
配
分
さ
れ
た
分
散
装
飾
文
様
で
あ
る
。

　

こ
の
壁
掛
け
をA

lt- M
argellan

（
中
央
ア
ジ
アFergana

［
大
苑
］
内
）
の
茶
屋
で
入
手
し
て
最
後
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
博
物
館
」
に
委

託
し
た
ト
ロ
ル
博
士
（D

r.J.T
roll

）
の
報
告
に
よ
る
と
、こ
の
種
の
壁
掛
け
は
、装
飾
文
様
法
で
は
中
国
寄
り
ト
ル
キ
ス
タ
ン
（K

hotan

）

製
絨
毯
生
産
の
全
く
風
変
り
な
特
質
を
成
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
う
で
あ
れ
ば
、
見
付
け
た
場
所
は
隣
地
の
フ
ェ
ル
ガ
ナ
だ
が
、
こ

の
絨
毯
の
原
産
地
も
当
の
地
［
ホ
ー
タ
ン
］
に
探
し
求
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
絨
毯
の
装
飾
文
様
の
飾
り
付

け
は
ペ
ル
シ
ア
・
サ
ラ
セ
ン
芸
術
か
ら
発
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
ペ
ル
シ
ア
の
豪
華
絨
毯
製
作
工
場
で
格
別
に
聖
な
る
目
的
の
た
め

に
用
い
ら
れ
た
装
飾
文
様
法
が
、
い
か
に
し
て
、
つ
い
に
中
央
ア
ジ
ア
一
地
方
の
名
物
と
な
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
、
こ
れ
は
オ
リ
エ

ン
ト
芸
術
史
に
数
多
い
未
解
決
の
謎
に
属
す
る
。

　

補
遺　

す
で
に
本
章
を
閉
じ
て
印
刷
に
回
し
た
後
に
な
っ
て
、
同
じ
く
ト
ロ
ル
博
士
の
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
で
入
手
の
絨
毯
が
ウ
ィ
ー

ン
に
届
い
た
。
こ
れ
は
技
術
に
つ
い
て
も
装
飾
文
様
に
つ
い
て
も
カ
ラ
バ
ツ
ェ
ク
が
記
述
し
た
ス
サ
ン
［
ト
］
シ
ル
ト
絨
毯
の
替
え
玉

そ
の
も
の
と
呼
ん
で
よ
い
品
で
あ
る
。
幸
い
ト
ロ
ル
博
士
は
見
付
け
た
絨
毯
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
比
較
的
詳
細
な
照
会
を
取
れ
る
立

場
に
も
い
て
、
こ
の
絨
毯
は
丁
度
ヤ
ク
ブ
・
ベ
ク
時
代
（1865-1877
）［Jakub Beg 

中
国
語
で
阿
古
柏
。
軍
人
で
上
記
期
間
タ
リ
ム
盆
地
を
支
配

し
て
「
カ
シ
ュ
ガ
ル
王
国
」
と
呼
ば
れ
た
］
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
判
っ
た
。
こ
の
報
告
は
、
売
り
手
は
や
は
り
ど
こ
で
も
、
と
な

れ
ば
オ
リ
エ
ン
ト
で
も
自
分
の
品
物
の
年
代
は
新
し
い
よ
り
古
い
方
へ
と
上
げ
勝
ち
で
あ
る
し
、
ま
た
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
、
グ
ラ
ー

フ
の
絨
毯
の
幾
つ
か
格
別
に
特
性
的
な
要
素
を
、
ト
ル
キ
ス
タ
ン
に
出
た
別
の
疑
い
な
く
若
い
絨
毯
に
認
め
る
機
会
に
も
恵
ま
れ
て
い
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た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
だ
け
一
層
信
じ
る
に
値
す
る
と
見
え
る
に
違
い
な
い
。
し
か
し
私
に
は
、
こ
の
（
現
在
は
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
貿

易
博
物
館
（Ö

sterreichisches H
andelsm

useum

）」
に
保
管
さ
れ
て
い
る
）
近
代
製
絨
毯
の
登
場
に
よ
っ
て
は
、
依
然
と
し
て
、
カ
ラ
バ
ツ
ェ

ク
の
記
述
せ
る
作
例
も
中
国
寄
り
ト
ル
キ
ス
タ
ン
出
の
近
代
製
品
に
違
い
な
い
、
と
証
明
さ
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
思
え
る
。
な

ぜ
な
ら
ば
、
年
代
は
十
四
世
紀
と
す
る
た
め
に
カ
ラ
バ
ツ
ェ
ク
が
古
書
体
学
的
土
台
に
も
と
づ
い
て
立
て
た
証
明
は
今
日
ま
で
何
ら
異

論
を
見
て
い
な
い
し
、
ま
た
い
ず
れ
に
せ
よ
、
中
央
ア
ジ
ア
で
大
昔
の
［
ペ
ル
シ
ア
＝
イ
ラ
ン
］
フ
ー
ゼ
ス
タ
ン
州
原
産
の
格
別
に
聖
な

る
種
の
絨
毯
が
今
日
に
至
る
ま
で
も
模
倣
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
や
は
り
起
り
得
た
で
も
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

［
第
三
章　

ス
サ
ン
ト
シ
ル　

了
］


