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Ⅰ 

は
じ
め
に

本
稿
で
は
、
イ
ン
ド
の
手
工
芸
開
発
の
歴
史
を
、
実
際
に
開
発
に

携
わ
っ
た
人
々
に
焦
点
を
あ
て
て
描
き
出
す
こ
と
を
試
み
る
。
個
人

に
焦
点
を
あ
て
る
の
は
、
開
発
は
実
体
と
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な

く
、
手
工
芸
開
発
に
携
わ
っ
た
人
と
手
工
芸
生
産
者
と
の
個
人
的
な

関
わ
り
の
な
か
で
実
践
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
金
谷

の
視
点
（
金
谷 2007: 38

）
を
共
有
す
る
た
め
で
あ
り
、
あ
る
特
定

個
人
が
あ
る
時
代
の
政
治
経
済
的
状
況
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
手

工
芸
開
発
に
携
わ
っ
た
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
る
た
め
で
あ

る
。
ま
た
、
政
府
の
手
工
芸
政
策
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し

た
と
思
わ
れ
る
人
物
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
政
府
の
方
針
や
施
策
の

変
化
が
イ
ン
ド
社
会
の
変
動
と
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
か

を
考
察
す
る
こ
と
に
本
稿
の
目
的
を
限
定
す
る
た
め
で
あ
る＊

１

。

以
下
で
は
、
ま
ず
Ⅱ
で
、
独
立
以
前
の
イ
ン
ド
社
会
に
お
け
る

「
職
人
」
の
状
況
に
つ
い
て
述
べ
、イ
ン
ド
に
お
け
る
手
工
芸
の
「
伝

統
」
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
の
か
を
示
す
。
ま
た
、「
職
人
」

に
も
、
農
業
を
中
心
に
統
合
さ
れ
た
村
落
社
会
の
な
か
で
生
産
す
る

人
々
か
ら
、
地
域
を
越
え
た
広
い
範
囲
の
交
易
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
な

か
で
生
産
す
る
人
々
ま
で
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
必
ず
し
も
一
括
り
に

論
じ
ら
れ
な
い
こ
と
、
し
か
し
同
時
に
彼
ら
は
互
い
に
区
別
さ
れ
る

異
な
る
集
団
で
は
な
い
こ
と
を
述
べ
る
。
こ
う
し
た
「
職
人
」
カ
テ

職
人
の
支
援
と
文
化
遺
産
の
保
護

―
―
イ
ン
ド
に
お
け
る
手
工
芸
開
発
の
変
遷

中
谷
純
江

 

特
集
―
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の
手
工
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と
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発
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て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
、
融
資
機
能
を
備
え
た
職
人

組
合
が
つ
く
ら
れ
た＊

３

。
ま
た
、
こ
の
時
代
の
特
徴
と
し
て
、
交
易
路

の
戦
略
的
地
点
に
は
、
仏
教
僧
院
が
つ
く
ら
れ
、
建
築
費
や
維
持
費

と
し
て
、
職
人
や
商
人
に
よ
る
多
額
の
寄
付
が
行
わ
れ
て
い
た
。
こ

う
し
た
事
実
は
、「
職
人
商
人
」（A

rtisan-m
erchant

）
の
存
在
と
、

彼
ら
が
経
済
力
を
背
景
に
か
な
り
の
政
治
権
力
を
持
っ
て
い
た
こ
と

を
示
す
。
し
か
し
、
レ
イ
に
よ
れ
ば
、
三
世
紀
に
ロ
ー
マ
帝
国
が
衰

退
す
る
と
、
地
中
海
市
場
が
縮
小
し
、
交
易
は
衰
退
し
た
。
そ
の
結

果
、
交
易
都
市
は
見
捨
て
ら
れ
た
。
グ
プ
タ
朝
時
代
に
は
、
農
業
経

済
が
支
配
的
に
な
り
、
社
会
の
封
建
化
が
進
ん
だ
。
工
芸
品
の
生
産

は
下
降
し
、
職
人
は
地
縁
に
基
づ
く
カ
ー
ス
ト
制
度
に
縛
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
（Ray cited in Sruti 1995: 2

）。

農
業
経
済
を
基
盤
と
し
た
村
落
社
会
で
職
人
の
生
産
を
支
え
た
の

は
、「
ジ
ャ
ジ
マ
ー
ニ
ー
制
度
」
と
し
て
知
ら
れ
る
社
会
シ
ス
テ
ム

で
あ
る
。
土
地
を
支
配
す
る
農
業
カ
ー
ス
ト
と
職
人
カ
ー
ス
ト
の
間

で
、
サ
ー
ビ
ス
や
モ
ノ
の
授
受
関
係
が
世
襲
的
に
結
ば
れ
て
い
た
。

た
と
え
ば
、
壺
作
り
職
人
は
、
農
民
の
た
め
に
土
製
の
壺
を
作
る
。

鍛
冶
屋
は
鎌
を
作
り
、
定
期
的
に
研
ぐ
サ
ー
ビ
ス
も
す
る
。
木
工
職

人
は
農
具
の
持
ち
手
を
作
り
、
修
理
を
行
う
。
職
人
は
一
年
を
通
じ

て
農
民
の
た
め
の
仕
事
を
し
、
報
酬
と
し
て
収
穫
期
に
一
定
量
の
穀

物
を
受
け
と
っ
た
。
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
互
酬
性
に
基
づ
く

調
和
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
見
解
か
ら
、
経
済
的
搾
取
の
シ
ス
テ

ム
で
あ
る
と
い
う
見
解
ま
で
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

ジ
ャ
ジ
マ
ー
ニ
ー
関
係
が
両
者
の
社
会
的
地
位
の
格
差
を
前
提
に
し

て
い
た
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
い
。
し
か
し
、
パ
ト
ロ
ン
で
あ
る
農

民
世
帯
と
職
人
と
の
関
係
は
、
親
か
ら
子
へ
と
世
襲
さ
れ
た
の
で
、

専
門
職
人
た
ち
に
安
定
し
た
生
計
を
保
証
し
、
技
術
を
伝
承
す
る
機

能
を
果
た
し
て
い
た
。

北
イ
ン
ド
が
比
較
的
早
い
時
期
か
ら
農
業
社
会
と
し
て
収
斂
し
て

い
っ
た
の
に
対
し
、
南
イ
ン
ド
で
は
、
中
世
に
お
い
て
農
業
を
基
盤

と
す
る
集
団
と
、
職
人
商
人
の
集
団
が
拮
抗
し
て
い
た＊

４

。
マ
イ
ン
ズ

に
よ
れ
ば
、
南
イ
ン
ド
に
お
い
て
は
、
一
一
世
紀
か
ら
一
三
世
紀
頃

に
、職
工
カ
ー
ス
ト
が
手
工
芸
の
生
産
と
交
易
の
両
方
に
携
わ
る「
職

人
商
人
」
と
し
て
、
強
大
な
権
力
を
持
っ
て
い
た
。
彼
ら
は
、
交
易

の
安
全
を
守
る
た
め
の
軍
隊
や
交
易
の
利
益
を
運
営
す
る
大
き
な
組

合
を
所
有
し
て
い
た
（H

all 1980 cited in M
ines 1984

）。
ナ
ー

ド
ゥ
ー
と
よ
ば
れ
る
地
域
ご
と
に
ナ
ガ
ラ
ム
と
い
う
市
場
が
あ
り
、

職
人
商
人
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
た
。
武
装
し
て
移
動
す
る
職
人

商
人
た
ち
が
各
ナ
ー
ド
ゥ
ー
を
結
び
つ
け
て
い
た
。
こ
う
し
た
職
人

商
人
の
組
合
に
は
、
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
は
な
か
っ
た
。
地
位
や
名
誉
や

安
全
性
と
い
っ
た
国
家
か
ら
得
ら
れ
る
利
益
と
、
国
家
か
ら
受
け
る

管
理
や
税
と
い
う
不
利
益
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
り
な
が
ら
自
立
的
に

活
動
し
て
い
た
。
し
か
し
、
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
ナ
ガ
ル
朝
期
（
一
三
五
〇

～
一
六
五
〇
）
に
な
る
と
、
職
人
商
人
の
組
合
は
軍
隊
を
持
た
な
く

な
っ
た
。
組
合
は
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ
と
形
を
か

え
、
商
売
の
安
全
が
確
保
さ
れ
る
一
方
で
、
生
産
物
と
交
易
に
対
す

ゴ
リ
ー
の
多
様
性
と
包
摂
性
は
、
次
に
述
べ
る
手
工
芸
開
発
の
対
象

と
な
る
人
々
の
問
題
に
直
接
か
か
わ
っ
て
い
る
。
Ⅲ
に
お
い
て
は
、

独
立
後
の
イ
ン
ド
政
府
の
経
済
政
策
の
な
か
で
、
手
工
芸
が
ど
の
よ

う
な
位
置
を
占
め
た
の
か
を
述
べ
る
。
こ
こ
で
は
、
植
民
地
支
配
や

近
代
化
を
通
し
て
生
計
の
手
段
を
失
っ
た
職
人
へ
の
生
活
支
援
と
し

て
政
府
の
手
工
芸
開
発
が
始
ま
っ
た
こ
と
、
そ
れ
が
後
に
、
国
の
文

化
遺
産
で
あ
る
優
れ
た
技
術
の
保
護
と
い
う
方
向
へ
転
換
し
た
こ
と

を
述
べ
る
。
手
工
芸
開
発
に
お
け
る
方
針
や
施
策
の
変
化
は
、
お
の

ず
と
手
工
芸
開
発
の
対
象
と
な
る
人
の
変
化
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

Ⅳ
で
は
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
手
工
芸
開
発
の
歴
史
を
三
つ
の
時
期
に

分
け
、
各
時
期
に
手
工
芸
開
発
に
関
わ
る
政
府
の
重
要
な
ポ
ス
ト
を

担
っ
た
人
々
に
つ
い
て
記
述
す
る
。
彼
ら
が
行
っ
た
施
策
の
特
徴
か

ら
、
第
一
期
を
手
工
芸
開
発
の
基
盤
が
築
か
れ
た
時
期
、
第
二
期
を

イ
ン
ド
の
手
工
芸
の
海
外
展
開
が
進
め
ら
れ
た
時
期
、
そ
し
て
第
三

期
を
国
の
経
済
成
長
を
背
景
に
、
国
内
市
場
が
成
長
し
た
時
期
と
し

て
捉
え
る
。
最
後
に
、
Ⅴ
に
お
い
て
は
、
本
稿
で
と
り
あ
げ
た
人
々

の
考
え
方
や
仕
事
を
、
イ
ン
ド
社
会
の
政
治
経
済
的
コ
ン
テ
キ
ス

ト
に
位
置
づ
け
て
考
察
す
る
。
な
か
で
も
、
筆
者
が
長
年
交
流
を
つ

づ
け
て
き
た
ブ
リ
ッ
ジ
・
ブ
ー
シ
ャ
ン
・
バ
シ
ン
（Brij Bhushan 

Bhasin, 1940-

）＊
２

と
い
う
一
人
の
人
物
が
果
た
し
た
役
割
、
彼
の
仕

事
の
特
徴
に
つ
い
て
ま
と
め
、
彼
の
仕
事
も
ま
た
職
人
へ
の
支
援
と

文
化
遺
産
の
保
護
、
つ
ま
り
「
人
」
の
開
発
と
「
モ
ノ
」
の
開
発
と

い
う
イ
ン
ド
手
工
芸
開
発
が
抱
え
た
二
つ
の
テ
ー
マ
の
間
で
揺
れ
て

き
た
こ
と
を
述
べ
る
。

Ⅱ 

独
立
以
前
の
イ
ン
ド
に
お
け
る
職
人

イ
ン
ド
で
は
、
明
確
な
社
会
集
団
と
し
て
「
職
人
」
が
出
現
し
た

の
は
、
お
そ
ら
く
定
住
農
業
の
開
始
と
同
時
期
、
紀
元
前
六
千
年
ま

で
さ
か
の
ぼ
る
。
紀
元
前
二
六
〇
〇
年
頃
に
栄
え
た
イ
ン
ダ
ス
文
明

の
遺
構
、
モ
ヘ
ン
ジ
ョ
ダ
ロ
や
ハ
ラ
ッ
パ
か
ら
は
、
た
く
さ
ん
の
陶

器
や
青
銅
品
、
人
形
、
ビ
ー
ズ
や
金
銀
の
装
飾
品
な
ど
が
発
見
さ
れ

て
お
り
、
綿
を
紡
ぐ
技
術
や
織
る
技
術
が
あ
っ
た
こ
と
が
証
明
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
印
章
や
秤
も
見
つ
か
っ
て
お
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
品

物
が
遠
く
は
ペ
ル
シ
ャ
や
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
地
域
ま
で
交
易
さ
れ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
紀
元
前
一
八
〇
〇
年
頃
、
ア
ー

リ
ア
人
の
侵
入
に
よ
っ
て
都
市
的
な
ハ
ラ
ッ
パ
文
明
が
滅
び
る
と
、

職
人
の
技
術
も
衰
退
し
た
。
そ
の
後
、
ヴ
ェ
ー
ダ
時
代
に
は
、
ガ
ン

ジ
ス
平
原
や
デ
カ
ン
高
原
を
中
心
に
、
牧
畜
を
基
本
と
す
る
村
落
社

会
が
築
か
れ
た
。

ふ
た
た
び
、
職
人
の
活
躍
が
顕
著
に
な
る
の
は
、
紀
元
前
三
〇
〇

年
頃
に
北
イ
ン
ド
の
マ
ガ
ダ
国
に
興
っ
た
マ
ウ
リ
ヤ
朝
期
で
あ
る
。

強
い
政
治
権
力
は
、
富
を
集
積
さ
せ
、
都
市
を
発
展
さ
せ
た
。
富
は

交
易
に
投
資
さ
れ
、
村
々
を
市
場
に
つ
な
げ
る
交
易
路
が
確
立
さ
れ

た
。
こ
の
時
期
に
交
易
品
を
生
産
す
る
職
人
た
ち
は
、
社
会
に
お
い
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業
は
製
品
を
高
番
手
化
・
高
級
品
化
し
、
遠
隔
地
市
場
向
け
生
産
に

特
化
す
る
こ
と
で
生
き
延
び
た
。
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
手
織
職
人
に

対
す
る
商
人
に
よ
る
問
屋
制
支
配
が
拡
大
し
た
（
柳
沢 1992

）。
こ

れ
ら
の
指
摘
は
、
比
較
的
平
等
な
か
つ
て
の
職
人
商
人
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
が
、
親
方
や
商
人
と
い
う
企
業
家
職
人
と
職
工
労
働
者
へ
と
分
解

し
た
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
れ
は
手
織
機
の
小
規
模
手
織
工
場

へ
の
再
編
過
程
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
注
目
す
べ
き
は
、

イ
ギ
リ
ス
製
品
の
流
入
に
よ
っ
て
直
接
の
打
撃
を
う
け
な
か
っ
た
分

野
に
お
い
て
も
、
織
物
工
の
賃
金
が
大
幅
に
減
少
し
た
こ
と
は
確
か

で
あ
る
と
柳
沢
が
論
じ
て
い
る
点
で
あ
る
（
柳
沢 1992: 103

）。
イ

ギ
リ
ス
製
品
と
の
直
接
の
競
合
に
よ
っ
て
働
く
場
を
失
っ
た
職
人
だ

け
で
な
く
、
手
織
工
場
と
い
う
新
し
い
展
開
に
含
ま
れ
た
職
人
も
ま

た
貧
困
化
し
て
い
た
。

一
方
、
農
村
部
に
お
い
て
は
、
商
品
経
済
が
浸
透
し
、
安
価
な
工

業
品
が
市
場
で
手
に
入
る
よ
う
に
な
り
、
ジ
ャ
ジ
マ
ー
ニ
ー
関
係
が

徐
々
に
失
わ
れ
て
い
っ
た
。
農
民
た
ち
は
壺
や
農
具
を
職
人
か
ら
直

接
、
購
入
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
。
ま
た
、
収
穫
物
を
パ
ト
ロ
ン

と
し
て
職
人
た
ち
に
分
配
す
る
か
わ
り
に
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
売
っ
て

現
金
に
か
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
近
代
化
や
産
業
化
が
進
む
な
か
、

職
人
が
専
門
技
術
に
よ
っ
て
生
活
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
り
、
多

く
の
者
は
伝
統
的
な
仕
事
を
や
め
た
。
し
か
し
、
職
人
カ
ー
ス
ト
は

シ
ュ
ー
ド
ラ
層
や
不
可
蝕
民
に
属
し
て
お
り
、
農
村
で
経
済
基
盤
と

な
る
土
地
を
持
た
な
い
者
が
多
い
。
大
部
分
の
者
は
、
他
に
生
計
を

た
て
る
手
段
が
み
つ
か
ら
な
い
ま
ま
困
窮
化
し
て
い
っ
た
。

Ⅲ 

独
立
イ
ン
ド
の
経
済
政
策
に
お
け
る

　

 

手
工
芸
の
位
置

イ
ン
ド
は
、
一
九
四
七
年
に
イ
ギ
リ
ス
か
ら
独
立
を
果
た
し
、
独

立
運
動
を
指
導
し
た
国
民
会
議
派
の
メ
ン
バ
ー
を
中
心
に
新
し
い
政

府
が
樹
立
さ
れ
た
。
ジ
ャ
ワ
ハ
ル
ラ
ー
ル
・
ネ
ル
ー
が
初
代
首
相
に

就
任
し
、
社
会
主
義
的
な
経
済
路
線
が
採
用
さ
れ
た
。
上
述
し
た
よ

う
に
、
植
民
地
下
の
経
済
構
造
に
お
い
て
、
国
内
産
業
は
著
し
く
衰

退
し
て
い
た
。
鉄
鋼
や
機
械
や
電
気
な
ど
基
幹
産
業
を
自
国
で
発
展

さ
せ
る
こ
と
が
最
重
要
の
課
題
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
一
方
で
は
、

手
仕
事
が
近
代
産
業
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
く
な
か
で
、
生
計
手
段

を
失
っ
た
大
量
の
職
人
の
生
活
を
安
定
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
。

新
政
府
は
経
済
発
展
の
基
盤
と
な
る
重
化
学
工
業
の
育
成
と
近
代

的
技
術
か
ら
取
り
残
さ
れ
た
職
人
の
救
済
と
い
う
二
つ
の
課
題
へ
の

対
応
に
迫
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
最
初
の
経
済
政
策
と
し

て
示
さ
れ
た
一
九
四
八
年
の
産
業
政
策
決
議
（Industrial Policy 

Resolution

）
に
も
表
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
近
代
産
業
へ
の
大

規
模
な
投
資
の
必
要
性
と
と
も
に
、
地
域
の
資
源
を
有
効
に
活
用
で

き
る
小
規
模
の
家
内
生
産
の
重
要
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
小
規
模

セ
ク
タ
ー
を
擁
護
す
る
理
由
と
し
て
、
投
資
に
対
す
る
効
果
の
高
さ

る
国
の
課
税
シ
ス
テ
ム
に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
（M

ines 1984: 
89

）。北
イ
ン
ド
で
は
、
一
六
世
紀
の
ム
ガ
ル
の
支
配
下
で
職
人
の
活
動

は
盛
況
を
き
わ
め
、専
門
化
が
進
ん
だ
。
支
配
者
の
後
援
を
う
け
て
、

と
く
に
、
染
織
や
装
飾
品
や
建
築
の
技
術
が
成
熟
し
た
。
イ
ン
ド
の

染
織
品
は
、
古
く
か
ら
の
西
ア
ジ
ア
や
ア
フ
リ
カ
市
場
に
く
わ
え
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
輸
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
一
八
世

紀
に
な
る
と
、
ム
ガ
ル
帝
国
の
崩
壊
に
よ
っ
て
、
各
地
の
在
地
勢
力

が
力
を
強
め
た
。
中
央
集
権
の
弱
体
化
は
、
資
源
の
流
れ
に
影
響
を

与
え
、
こ
の
時
期
に
多
く
の
職
人
が
デ
リ
ー
か
ら
地
方
の
町
や
村
へ

移
住
し
た
。
専
門
技
術
を
持
つ
職
人
が
集
ま
る
こ
と
で
、
地
方
に
大

き
な
産
業
が
成
長
し
、市
場
向
け
の
生
産
が
行
わ
れ
た
。
最
初
、ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
会
社
は
、
産
地
か
ら
直
接
買
い
つ
け
て
い
た
が
、
一
八
世

紀
中
頃
ま
で
に
は
、
貿
易
拠
点
が
形
成
さ
れ
、
そ
こ
に
職
人
や
豊
か

な
消
費
者
が
集
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
。

村
落
の
職
人
と
都
市
の
職
人
と
は
、
カ
ー
ス
ト
や
商
売
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
通
し
て
結
び
つ
い
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
イ
ン
ド
西
部
に

は
、
モ
チ
と
よ
ば
れ
る
職
人
カ
ー
ス
ト
が
い
る
。
彼
ら
は
高
度
な

チ
ェ
ー
ン
・
ス
テ
ッ
チ
の
技
術
を
持
つ
こ
と
で
知
ら
れ
、
多
く
の
刺

繍
職
人
を
輩
出
し
て
き
た
。
ム
ガ
ル
宮
廷
の
工
房
で
働
く
職
人
か

ら
、
地
方
領
主
の
お
抱
え
職
人
、
輸
出
用
の
刺
繍
を
行
う
職
人
、
寺

院
に
奉
納
す
る
刺
繍
を
す
る
職
人
、
村
落
で
農
業
カ
ー
ス
ト
の
た

め
に
刺
繍
を
す
る
職
人
な
ど
、
彼
ら
は
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
の
パ

ト
ロ
ン
を
も
ち
、
そ
の
庇
護
下
で
互
い
に
切
磋
琢
磨
し
、
刺
繍
技
術

を
み
が
い
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
事
例
は
、
パ
ト
ロ
ン
と
職
人
と
の

間
の
関
係
が
、
必
ず
し
も
村
落
社
会
内
部
で
閉
鎖
的
に
機
能
し
て
い

た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
一
九
世
紀
の
マ

ハ
ラ
ー
シ
ュ
ト
ラ
や
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
の
研
究
は
、
村
落
を
基
盤
と
す

る
ジ
ャ
ジ
マ
ー
ニ
ー
関
係
も
ま
た
、
村
落
社
会
に
お
け
る
生
存
の
た

め
の
生
産
と
商
品
生
産
の
両
方
を
兼
ね
備
え
た
非
常
に
フ
レ
キ
シ
ブ

ル
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
同
じ
職
人
が
村

落
社
会
の
な
か
で
穀
物
と
交
換
す
る
た
め
の
自
給
自
足
的
な
生
産
と

市
場
に
売
る
た
め
の
生
産
に
従
事
し
て
い
た
（A

laev 1984: 317

）。

つ
ま
り
、
村
落
を
生
産
の
拠
点
と
す
る
職
人
も
、
地
域
の
交
易
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
に
つ
な
が
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
し
、
一
九
世
紀
に
な
る
と
植
民
地
政
策
下
で
、
大
量
の
工
業

製
品
が
イ
ギ
リ
ス
か
ら
イ
ン
ド
に
入
っ
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。
イ

ン
ド
製
品
の
輸
出
を
阻
む
保
護
関
税
の
措
置
が
と
ら
れ
、
イ
ン
ド
は

イ
ギ
リ
ス
へ
の
原
料
供
給
地
と
な
り
、莫
大
な
富
の
流
出
が
お
き
た
。

イ
ギ
リ
ス
綿
製
品
の
流
入
に
よ
っ
て
、
と
く
に
手
織
産
業
が
大
き
な

打
撃
を
う
け
た
。
し
か
し
、
柳
沢
に
よ
れ
ば
、
手
紡
糸
業
の
よ
う
に

衰
退
が
著
し
か
っ
た
分
野
が
あ
る
一
方
で
、
高
級
な
手
織
物
業
は
直

接
的
な
打
撃
を
う
け
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
一
九
世
紀
か
ら
二
〇

世
紀
の
南
イ
ン
ド
で
は
、手
織
機
数
の
増
大
が
見
ら
れ
た
（Specker 

1989 cited in 
柳
沢 1992

）。
ま
た
、
一
九
二
〇
年
代
以
降
に
は
、

イ
ン
ド
国
内
の
工
場
制
綿
工
業
の
発
展
に
対
応
す
る
た
め
に
、
手
織
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小
規
模
セ
ク
タ
ー
の
振
興
は
、
国
の
ク
ラ
フ
ツ
マ
ン
シ
ッ
プ
や
芸
術

遺
産
を
保
護
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
い
う
方
向
に
転
換
し
、
生

産
性
や
品
質
を
改
善
す
る
た
め
の
対
策
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
し
て
、
最
後
と
な
っ
た
第
八
次
五
ヵ
年
計
画
で
は
、
手
工
芸

セ
ク
タ
ー
か
ら
獲
得
さ
れ
る
外
貨
を
増
大
さ
せ
る
必
要
性
が
強
調
さ

れ
た
。
一
九
九
一
年
の
経
済
自
由
化
以
降
は
、
手
工
芸
の
分
野
に
も

民
間
資
本
が
流
入
し
た
。
急
速
な
経
済
成
長
と
と
も
に
、
豊
か
な
中

間
層
が
大
規
模
に
出
現
す
る
と
、
手
工
芸
の
国
内
需
要
も
伸
び
て

い
っ
た
。

Ⅳ 

手
工
芸
開
発
を
支
え
た
人
々

手
工
芸
開
発
の
歴
史
は
、
大
き
く
三
つ
の
時
期
に
分
け
る
こ
と
が

で
き
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
こ
の
章
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期

に
イ
ン
ド
政
府
の
手
工
芸
開
発
に
直
接
か
か
わ
り
、
開
発
を
動
か

し
て
き
た
人
物
に
注
目
す
る
。
第
一
期
に
は
、「
手
工
芸
の
生
み
の

母
」
と
よ
ば
れ
た
カ
マ
ラ
デ
ー
ヴ
ィ
ー
・
チ
ャ
ッ
ト
パ
デ
ィ
ヤ
ー
エ

（K
am

aladevi Chattopadhyay, 1903-1988

）
を
、
第
二
期
は
「
手

工
芸
の
女
王
」
と
よ
ば
れ
た
プ
ー
プ
ル
・
ジ
ャ
ヤ
カ
ー
ル
（Pupul 

Jayakar, 1915-1997

）
を
取
り
上
げ
る
。
そ
し
て
、
第
三
期
の
前

半
に
政
府
の
手
工
芸
開
発
を
率
い
た
人
物
が
バ
シ
ン
で
あ
る
。

第
一
期
は
、
独
立
直
後
か
ら
一
九
六
〇
年
代
中
頃
ま
で
、
手
工
芸

開
発
の
基
礎
が
つ
く
ら
れ
た
時
期
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
手
工
芸
開

発
を
主
導
し
た
人
物
は
、
カ
マ
ラ
デ
ー
ヴ
ィ
ー
で
あ
る
。
カ
マ
ラ

デ
ー
ヴ
ィ
ー
は
、
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
や
ジ
ャ
ヤ
プ
ラ
カ
ー
シ
ュ
・
ナ
ラ

ヤ
ン
と
と
も
に
独
立
運
動
を
戦
っ
た
社
会
活
動
家
の
一
人
で
あ
り
、

全
イ
ン
ド
女
性
会
議
の
議
長
を
つ
と
め
た
こ
と
も
あ
る
。
イ
ン
ド
独

立
後
は
、
印
パ
の
分
離
に
よ
っ
て
大
量
に
流
入
し
た
難
民
た
ち
の
生

活
再
建
の
た
め
の
活
動
に
従
事
し
た
。
当
時
、
難
民
キ
ャ
ン
プ
の
責

任
者
で
あ
っ
た
エ
ル
・
シ
ー
・
ジ
ャ
イ
ン
（L.C. Jain

）
に
よ
れ
ば
、

あ
る
日
、
難
民
の
救
済
キ
ャ
ン
プ
を
視
察
し
た
彼
女
は
、
食
堂
や
学

校
や
保
健
施
設
な
ど
を
見
た
後
、「
こ
れ
ら
は
す
べ
て
す
ば
ら
し
い

で
す
ね
。
し
か
し
、
彼
ら
の
未
来
は
ど
う
な
っ
て
い
ま
す
か
？
」
と

疑
問
を
投
げ
つ
け
た
。
そ
し
て
、
翌
日
に
は
同
志
を
集
め
て
ミ
ー

テ
ィ
ン
グ
を
開
き
、
難
民
が
彼
ら
の
未
来
を
設
計
す
る
手
伝
い
を
す

る
こ
と
を
決
議
し
た
。
そ
し
て
、
カ
マ
ラ
デ
ー
ヴ
ィ
ー
を
代
表
と
す

る
イ
ン
ド
協
同
組
合
が
設
立
さ
れ
た
（Jain 2003

）。
難
民
の
多
く

は
農
民
だ
っ
た
の
で
、
カ
マ
ラ
デ
ー
ヴ
ィ
ー
は
フ
ァ
リ
ダ
ー
バ
ー

ド
に
土
地
を
確
保
し
、
彼
ら
に
農
地
を
提
供
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を

行
っ
た
。
ま
た
、
女
性
た
ち
が
高
度
な
刺
繍
技
術
を
持
っ
て
い
る
の

を
見
る
と
、
現
金
収
入
を
得
る
た
め
に
そ
の
技
術
を
生
か
す
試
み
を

行
っ
た
。
女
性
た
ち
は
団
結
し
て
ロ
ー
ン
を
組
み
、
材
料
や
ミ
シ
ン

を
調
達
し
た
。
カ
マ
ラ
デ
ー
ヴ
ィ
ー
は
、
都
市
の
生
活
に
あ
わ
せ
て

ク
ッ
シ
ョ
ン
カ
バ
ー
や
テ
ー
ブ
ル
ク
ロ
ス
な
ど
を
作
る
よ
う
に
薦

め
、
女
性
た
ち
が
作
っ
た
も
の
を
販
売
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
最

が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
小
規
模
セ
ク
タ
ー
に
必
要
と
さ
れ
る
資
本
は

大
規
模
産
業
の
お
よ
そ
三
分
の
一
で
あ
る
こ
と
、
小
規
模
セ
ク
タ
ー

の
方
が
よ
り
多
く
の
雇
用
機
会
を
生
み
出
せ
る
こ
と
、
国
家
の
収
入

を
よ
り
平
等
に
分
配
で
き
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
決
議
で

は
、
大
規
模
産
業
と
の
競
争
か
ら
小
規
模
セ
ク
タ
ー
を
保
護
す
る
措

置
が
と
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
、
こ
の
決
議
の
概
要

は
、
第
一
次
五
ヵ
年
計
画
（
一
九
五
一
～
一
九
五
六
年
）
に
盛
り
込

ま
れ
た
（Sruti 1995: 20

）。

イ
ン
ド
政
府
に
よ
る
手
工
芸
開
発
は
、
そ
の
出
発
点
に
お
い
て

は
、
職
人
の
生
活
支
援
を
そ
の
目
的
と
し
、
手
工
芸
セ
ク
タ
ー
を
村

落
産
業
（village industry

）
や
家
内
産
業
（cottage industry

）

と
い
う
名
で
ひ
と
つ
の
開
発
分
野
に
位
置
づ
け
た
。
こ
う
し
た
政

策
に
は
、
イ
ン
ド
独
立
運
動
を
主
導
し
た
マ
ハ
ー
ト
マ
ー
・
ガ
ー

ン
デ
ィ
ー
に
よ
る
「
カ
ー
デ
ィ
ー
（
手
紡
手
織
布
）」
奨
励
と
「
村

落
共
同
体
」
復
興
の
理
想
が
受
け
継
が
れ
て
い
た
。
村
落
産
業
の
育

成
に
よ
っ
て
深
刻
な
農
村
疲
弊
や
失
業
問
題
の
解
決
を
図
る
と
と
も

に
、
社
会
的
平
等
を
達
成
す
る
と
い
う
意
図
が
含
ま
れ
て
い
た
。
し

か
し
、
手
工
芸
セ
ク
タ
ー
の
振
興
に
対
す
る
政
府
の
コ
ミ
ッ
ト
メ

ン
ト
は
、
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
か
っ
た
（Panandiker &

 Sud 
1986 cited in Sruti 1995

）。

第
二
次
五
ヵ
年
計
画
（
一
九
五
六
～
一
九
六
一
年
）
に
な
る
と
、

伝
統
的
村
落
産
業
か
ら
近
代
的
小
規
模
工
業
政
策
へ
の
重
点
の
移

行
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
第
三
次
（
一
九
六
一
～
一
九
六
八

年
）、
第
四
次
（
一
九
六
八
～
一
九
七
三
年
）、
第
五
次
（
一
九
七
三

～
一
九
八
〇
年
）
の
各
五
ヵ
年
計
画
で
は
、
産
業
の
分
散
化
と
い
う

点
か
ら
、
農
村
地
域
に
お
け
る
小
規
模
産
業
の
育
成
（
農
村
の
工
業

化
）が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。こ
う
し
て
手
工
芸
の
分
野
は
、

経
済
開
発
の
主
流
か
ら
は
ず
れ
て
い
っ
た
。
ま
た
、
手
工
芸
開
発
自

体
に
お
い
て
も
、
強
調
点
は
し
だ
い
に
職
人
の
生
活
支
援
か
ら
技
術

促
進
や
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
支
援
へ
と
移
っ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
流

れ
は
、「
優
れ
た
」
手
工
芸
を
生
産
で
き
な
い
人
々
、
職
人
の
な
か

で
も
最
貧
困
層
に
あ
た
る
人
々
へ
の
支
援
の
引
き
上
げ
を
意
味
し
て

い
た
。

一
九
七
七
年
に
ジ
ャ
ナ
タ
党
が
国
民
会
議
派
の
長
期
政
権
を
覆

し
、
初
の
非
会
議
派
政
府
が
樹
立
さ
れ
た
。
こ
の
と
き
示
さ
れ
た
新

し
い
産
業
政
策
で
は
、
近
代
化
政
策
の
見
直
し
の
な
か
で
、
伝
統
的

村
落
産
業
の
再
評
価
が
行
わ
れ
た
。「
小
規
模
セ
ク
タ
ー
で
生
産
で

き
る
も
の
は
、必
ず
そ
こ
で
生
産
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
、

村
落
産
業
に
確
保
さ
れ
た
商
品
リ
ス
ト
の
拡
大
、
都
市
産
業
へ
の
規

制
、
村
落
産
業
を
促
進
す
る
セ
ン
タ
ー
の
設
立
な
ど
が
政
策
と
し
て

提
出
さ
れ
た
。
政
府
の
手
工
芸
セ
ク
タ
ー
重
視
の
姿
勢
は
、
第
六
次

五
ヵ
年
計
画
（
一
九
八
〇
～
一
九
八
五
年
）
の
ド
ラ
フ
ト
に
も
表
れ

て
い
た
が
、
一
九
八
〇
年
に
国
民
会
議
派
が
政
権
復
帰
を
は
た
し
た

後
は
、
何
の
対
策
も
な
さ
れ
ず
、
ジ
ャ
ナ
タ
政
府
が
提
出
し
た
産
業

政
策
の
方
向
か
ら
逸
脱
し
て
い
っ
た
。

第
七
次
五
ヵ
年
計
画
（
一
九
八
五
～
一
九
九
〇
年
）
に
な
る
と
、
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初
は
、
パ
ン
デ
ィ
ト
・
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
と
い
う
店
の
一
角
に
商
品
を
お

か
せ
て
も
ら
っ
て
の
ス
タ
ー
ト
で
あ
っ
た
が
、
一
年
以
内
に
自
分
た

ち
の
店
を
持
つ
ま
で
に
発
展
し
、
注
目
を
あ
つ
め
た
。

一
方
、
政
府
が
職
人
の
支
援
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
確
保
を

目
的
に
一
九
四
八
年
に
デ
リ
ー
の
目
抜
き
通
り
の
ジ
ャ
ヌ
パ
ト

に
設
立
し
た
中
央
家
内
産
業
公
社
（Central Cottage Industry 

Corporation

）＊
５

の
直
営
店
（
エ
ン
ポ
リ
ウ
ム
）
は
、
売
り
上
げ
を
伸

ば
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
ネ
ル
ー
は
、
中
央
家
内
産

業
公
社
の
エ
ン
ポ
リ
ウ
ム
の
運
営
を
カ
マ
ラ
デ
ー
ヴ
ィ
ー
に
委
ね

た
。
こ
う
し
て
協
同
組
合
が
担
っ
て
い
た
難
民
女
性
た
ち
の
手
仕
事

の
支
援
と
、
政
府
が
取
り
組
ん
で
い
た
職
人
た
ち
の
支
援
が
ひ
と
つ

に
合
流
し
た
。
こ
こ
に
イ
ン
ド
手
工
芸
開
発
の
大
き
な
特
徴
が
あ

る
。
金
谷
に
よ
れ
ば
、
日
本
や
欧
米
で
は
、
女
性
の
針
仕
事
は
単
に

家
庭
内
の
「
手
芸
」
と
み
な
さ
れ
、
工
芸
や
ア
ー
ト
と
し
て
評
価
さ

れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
カ
マ
ラ
デ
ー
ヴ
ィ
ー
が
政
府
の
政
策
の
な
か

で
、
家
庭
内
で
家
族
の
た
め
に
刺
繍
を
行
っ
て
き
た
女
性
た
ち
を
、

男
性
の
専
門
職
人
と
同
様
に
、「
職
人
（craft person

）」
と
し
て

位
置
づ
け
た
意
義
は
大
き
い
。
そ
の
結
果
、
彼
女
た
ち
の
技
術
が
正

当
に
評
価
さ
れ
る
と
と
も
に
、
支
援
の
対
象
と
し
て
認
識
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
（
cf.
金
谷 2008a: 87-91

）。

一
九
五
二
年
に
は
、
手
工
芸
開
発
の
計
画
を
立
案
す
る
た
め
の

機
関
と
し
て
、
全
イ
ン
ド
手
工
芸
局
（A

ll Indian H
andicraft 

Board

）
が
設
立
さ
れ
、
初
代
長
官
（Chairm

an

）
に
カ
マ
ラ
デ
ー

ヴ
ィ
ー
が
就
任
し
た
。
彼
女
は
、
最
初
の
仕
事
と
し
て
全
国
を
ま
わ

り
、「
手
工
芸
」
の
発
見
と
職
人
た
ち
の
状
況
の
調
査
を
行
っ
た
。

こ
の
当
時
、
カ
マ
ラ
デ
ー
ヴ
ィ
ー
は
、
現
地
の
役
人
も
行
き
た
が
ら

な
い
よ
う
な
遠
隔
地
に
も
自
ら
赴
き
、
直
接
生
産
者
と
接
す
る
こ
と

を
大
切
に
し
た
と
い
う
（Saraf 1991: 24 cited in 

金
谷 2007

）。

ま
た
、
手
工
芸
の
仕
事
に
関
わ
る
人
々
、
中
核
の
幹
部
か
ら
デ
ザ
イ

ナ
ー
、
買
い
つ
け
係
、
売
り
子
な
ど
、
す
べ
て
の
人
々
が
現
場
に
足

を
運
ん
で
職
人
の
技
術
や
伝
統
的
な
美
を
学
び
、
そ
れ
を
現
代
の
市

場
に
対
応
で
き
る
形
に
開
発
す
る
と
い
う
手
法
を
築
き
あ
げ
た
。

手
工
芸
開
発
の
具
体
的
な
施
策
の
う
ち
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
と

並
ん
で
と
く
に
重
要
だ
っ
た
の
は
、
デ
ザ
イ
ン
開
発
で
あ
る
（
金

谷 2007: 32

）。
カ
マ
ラ
デ
ー
ヴ
ィ
ー
は
デ
ザ
イ
ン
を
工
芸
の
動
脈

と
よ
び
、
新
し
い
デ
ザ
イ
ン
の
開
発
に
力
を
そ
そ
い
だ
。
し
か
し
、

あ
く
ま
で
新
し
い
デ
ザ
イ
ン
は
イ
ン
ド
文
化
や
生
活
に
沿
っ
た
も
の

で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
、
伝
統
を
い
か
し
つ
つ
、
都
市
化
さ

れ
た
生
活
の
用
途
に
あ
っ
た
も
の
を
開
発
す
る
こ
と
を
重
視
し
た
。

一
九
五
六
年
か
ら
、
全
イ
ン
ド
手
工
芸
局
は
全
国
の
主
要
産
地
に
デ

ザ
イ
ン
セ
ン
タ
ー
（Regional D

esign Centre

）
を
設
置
し
、
各

地
に
残
る
伝
統
的
な
デ
ザ
イ
ン
や
染
織
技
術
の
調
査
、
新
た
な
デ
ザ

イ
ン
の
開
発
、
ま
た
そ
の
成
果
の
職
人
へ
の
還
元
に
努
め
た
。
他
に

も
、
イ
ン
ド
各
地
の
手
工
芸
品
や
染
織
品
を
公
開
す
る
た
め
の
国
立

手
工
芸
・
手
織
博
物
館
（N

ational M
useum

 of H
andicrafts &

 
H

andloom
s 

通
称 Craft M

useum

）、
手
紬
手
織
布
・
村
落
産
業

委
員
会
（K

hadi &
 V

illage Industries Com
m

ission

）、
国
立
デ

ザ
イ
ン
研
究
所
（N

ational Institute of D
esign

） 

な
ど
、
手
工
芸

開
発
の
基
盤
と
な
っ
た
機
関
の
多
く
が
こ
の
時
期
に
設
立
さ
れ
た

（
表
１
を
参
照
）。

し
か
し
、
一
九
六
七
年
に
カ
マ
ラ
デ
ー
ヴ
ィ
ー
は
突
如
、
全
イ
ン

ド
手
工
芸
局
を
去
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
九
六
六
年
に
首
相
に
就
任

し
た
イ
ン
デ
ィ
ラ
・
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
と
の
不
仲
が
原
因
で
あ
っ
た
と

い
わ
れ
る
。
カ
マ
ラ
デ
ー
ヴ
ィ
ー
は
、
古
く
か
ら
ネ
ル
ー
と
親
交
が

あ
り
、彼
に
対
し
て
は
っ
き
り
物
が
言
え
る
数
少
な
い
人
物
だ
っ
た
。

ネ
ル
ー
が
健
在
で
あ
っ
た
頃
、
カ
マ
ラ
デ
ー
ヴ
ィ
ー
の
仕
事
に
対
し

て
、
彼
の
娘
イ
ン
デ
ィ
ラ
が
さ
ま
ざ
ま
な
口
出
し
を
す
る
こ
と
を
や

め
さ
せ
て
ほ
し
い
と
、
ネ
ル
ー
に
手
紙
を
書
い
た
こ
と
が
あ
る
。
そ

れ
を
イ
ン
デ
ィ
ラ
は
、
後
々
ま
で
快
く
思
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
わ

れ
て
い
る
。　

第
二
期
に
あ
た
る
一
九
六
九
年
か
ら
一
九
八
九
年
ま
で
は
、
カ
マ

ラ
デ
ー
ヴ
ィ
ー
に
代
わ
っ
て
、
プ
ー
プ
ル
・
ジ
ャ
ヤ
カ
ー
ル
が
、
政

府
の
手
工
芸
開
発
を
主
導
し
た
。
プ
ー
プ
ル
・
ジ
ャ
ヤ
カ
ー
ル
は
、

ビ
ハ
ー
ル
州
マ
ド
ゥ
バ
ニ
地
方
の
民
画
（
ミ
テ
ィ
ラ
ー
画
）
の
発
見

者
と
し
て
知
ら
れ
る
。
地
震
の
被
災
地
を
視
察
に
訪
れ
て
、
倒
壊
し

た
家
屋
の
壁
に
描
か
れ
た
民
画
を
見
つ
け
、
女
性
た
ち
が
紙
に
描

く
よ
う
に
支
援
し
た
（M

enezes 1997 cited in 

金
谷 2007: 50

）。

彼
女
は
イ
ン
デ
ィ
ラ
の
親
し
い
友
人
で
あ
っ
た
た
め
、
イ
ン
デ
ィ
ラ

が
首
相
の
座
に
つ
く
と
、
彼
女
自
身
も
政
治
力
を
増
し
、
さ
ま
ざ
ま

な
開
発
政
策
を
実
行
し
て
い
っ
た
。
な
か
で
も
、
職
工
セ
ン
タ
ー

（W
eavers Center

）
を
各
地
に
設
立
し
、
手
織
物
産
地
の
復
興
に

つ
と
め
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
全
イ
ン
ド
手
工
芸
局
を
、
全

イ
ン
ド
手
工
芸
手
織
局
（A

ll Indian H
andicrafts &

 H
andloom

s 
Board

）
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
手
工
芸
と
手
織
の
部
門
に
分
割
し
た
。

ま
た
、
手
工
芸
の
海
外
展
開
を
進
め
た
こ
と
を
彼
女
の
功
績
と
し
て

あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
九
六
八
年
に
手
工
芸
・
手
織
輸
出
公
社

（H
andicrafts &

 H
andloom

s Export Corporation

）
を
設
立
し
、

イ
ン
ド
手
工
芸
の
海
外
へ
の
輸
出
に
力
を
い
れ
た
。
ま
た
、
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
や
パ
リ
に
は
イ
ン
ド
手
工
芸
の
直
売
店
（Sona Shop

）
が

つ
く
ら
れ
た
。

さ
ら
に
、
海
外
市
場
の
開
拓
と
な
ら
ん
で
、
第
二
期
に
お
い
て
重

要
な
の
は
、
イ
ン
デ
ィ
ラ
・
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
の
文
化
外
交
の
な
か

で
、
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
、
フ
ラ
ン
ス
、
日
本
で
、
イ
ン
ド
祭
が

開
催
さ
れ
、
手
工
芸
と
手
織
の
展
覧
会
が
開
催
さ
れ
た
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
展
覧
会
は
大
き
な
成
功
を
お
さ
め
、
関
係
者
た
ち
は

イ
ン
ド
の
手
工
芸
に
対
し
自
信
を
持
つ
と
と
も
に
、
宣
伝
効
果
も
非

常
に
高
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の
ス
ミ
ソ
ニ
ア
ン
博

物
館
で
開
か
れ
た
手
工
芸
展
「
黄
金
の
目
（Golden Eyes

）」
を
指

揮
監
督
し
た
ラ
ジ
ー
ヴ
・
セ
ー
テ
ィ
ー
（Rajiv Sethi

）
は
、
イ
ン

ド
手
工
芸
の
伝
統
が
、
建
築
や
デ
ザ
イ
ン
と
同
様
に
、
現
代
の
創
造

性
を
さ
さ
え
る
強
力
な
表
現
様
式
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
と
述
べ

て
い
る
（Sethi 2005

）。
こ
の
よ
う
な
海
外
に
お
け
る
展
覧
会
の
経
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ssociation）、通
称
SEW

A
が
グ
ジ
ャ

 
 

　
　
　
ラ
ート（

ア
ー
メダー

バ
ード
）に
設
立
。手
工
芸
に
従
事

 
 

　
　
　
す
る
女
性
の
組
合
化
始
ま
る
 

  



 
歴
史
的
背
景
 

　
　
　
　
　
　
 イ
ンド
手
工
芸
開
発
の
歴
史
 

 　
　
　
　
　
　
　
　
バ
シ
ン
の
活
動
 

 
 

1973　
グ
ジ
ャ
ラ
ート
州
手
工
芸・手

織
開
発
公
社（
Gujarat 

 1973　
カッ
チ
地
方
の
旱
魃
の
視
察
 
 

　
　

　
 

 
　
　
　
State H

andicrafts D
evp. Corpn, Ahm

adabad）
 

 
　
　
　
設
立
 

 
1974　

ジ
ャ
ヤ
プ
ラ
カ
ー
シ
ュ・ナ
ラ
ヤ
ン
の
運
動
 

1974　
シ
ュレ
ー
ヤ
ス
民
俗
博
物
館（
Shreyas Folk M

use- 
 1974　

グ
ジ
ャ
ラ
ート
州
手
工
芸
開
発
公
社
の
常
務
取
締
役

　
　
 

 
　
　
　
um
）、ア
ー
メ
ダ
ー
バ
ード
に
開
設
 

 　
　
　（
M
anaging D

irector）に
就
任（
～
1979）

1975　
グ
ジ
ャ
ラ
ート
州
選
挙
で
会
議
派
敗
退
。人
民
党
連
 

 
 　
　
　
品
質
管
理
や
デ
ザ
イ
ン
の
考
案
、販
売
経
路
の
確
保

　
　
　
立
の
勝
利
→
非
常
事
態
宣
言
 

 
 　
　
　
な
ど
を
通
し
て
、グ
ジ
ャ
ラ
ート
各
地
の
職
人
を
支
援

 
 

 
 　
　
　
職
人
に
出
店
の
機
会
を
提
供（
後
の
デ
ィッリ

ー・ハ
ー

 
 

 
 　
　
　
ト
の
ア
イ
デ
ア
の
もと
に
な
る
）

1975　
国
際
婦
人
年
 

 
1975　

全
イ
ンド
手
工
芸
局
は
手
工
芸
部
門
と
手
織
部
門
に
 
 

 
 

　
　
　
分
割
。手
工
芸
開
発
弁
務
官
庁（
O
ffi
ce of D

evelop-
 

 
　
　
　
m
ent Com

m
isioner for H

andicrafts）と
手
織

 
 

　
　
　
開
発
弁
務
官
庁（
O
ffi
ce of D

evelopm
ent Com

-
 

 
　
　
　
m
isioner for H

andloom
s）の
設
置

 
 

　
　
　
手
織
物
の
振
興
の
た
め
、全
国
各
地
に
職
工
サ
ー
ビ
 
  1975　

カッ
チ
手
工
芸
展
覧
会
を
ア
ー
メ
ダ
ー
バ
ード
で
開
催
。

 
 

　
　
　
ス・
セ
ン
タ
ー（
Ｗ
eaver Service Center）が

設
置
 
 　
　
　
プ
ー
プ
ル
・ジ
ャ
ヤ
カ
ー
ル
の
目
に
とまり

、
翌
年
デ
リ
ー

 
 

 
 　
　
　
で
開
催

 
 

1976　
カ
マ
ラ
デ
ー
ヴ
ィ
ー
に
よ
っ
て
、イ
ンド
工
芸
参
事
会
 

 1976　
初
め
て
海
外
に
職
人（
人
形
師
）を
派
遣

 
 

　
　
　（
Craft Council of India）、マド

ラ
ス
に
設
立
 

  
1977　

総
選
挙
。ジ
ャ
ナ
タ
党
の
勝
利
。
初
の
反
会
議
派
政

　
　
　
府
誕
生
。
村
落
と
小
規
模
セ
ク
タ
ー
を
重
視
し
た
産

　
　
　
業
政
策
の
提
示
 

 
 

 1978　
国
際
子
ど
も
年
に
あ
わ
せ
て
、グ
ジ
ャ
ラ
ート
の
ゆ
り
か

 
 

 
 　
　
　
ご
な
ど
、赤
ち
ゃ
ん
用
品
や
お
も
ち
ゃ
を
収
集
 

1979　
国
際
子
ど
も
年
 

 
1979　『

お
も
ち
ゃ
の
不
思
議
な
世
界（
M
agic W

orld of 
 1979　

イ
ンド
中
央
家
内
産
業
公
社
の
常
務
取
締
役
に
就
任

 
 

　
　
　
T
oys）』展

の
開
催
 

 　
　
　（
～
1984）

 
 

1979　
大
き
な
鍋
釜
の
博
物
館（
Vishala U

tensil M
useum

）、  1979　
全
インド

手
工
芸
局
の
メ
ンバ
ー（
～
1981）

 
 

　
　
　
ア
ー
メ
ダ
ー
バ
ード
に
開
設
 

 
1980　

インデ
ィ
ラ
・
ガ
ー
ンディ

ー
首
相
、2度
目
の
就
任

　
　
　（
～
1984）。

積
極
的
な
文
化
外
交
を
展
開
 

 
  

 
 

 
1982　

イギ
リス
に
お
け
るインド

祭
の
開
催『
アディティ（

Aditi）』 
 1982　

イギ
リス
に
お
け
る
インド

祭
、ア
ディティ

展
の
実
行
委
員

 
 

　
　
　『
織
工
の
名
匠
た
ち（
T
he M

aster W
eavers）』 

 1982　
国
立
手
工
芸
・
手
織
博
物
館
の
執
行
委
員
会
メ
ン

 
 

　
　
　
 

 　
　
　
バ
ー（
～
1984）

 
歴
史
的
背
景
 

　
　
　
　
　
　
　
イ
ンド
手
工
芸
開
発
の
歴
史
 

 　
　
　
　
　
　
　
　
バ
シ
ン
の
活
動
 

1984　
ラ
ジ
ー
ブ・ガ

ー
ン
デ
ィ
ー
首
相
就
任
。 

1984　
イ
ンド
国
立
芸
術
文
化
遺
産
トラ
スト （

Indian National 
 1984　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
へ
の
イ
ンド
経
済
使
節
の
アド
ヴ
ァイ

 
 

　
　
　
Trust for Art and Cultural Heritage）設

立
 

 　
　
　
ザ
ー（
～
1987）。西

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、インド

の
 

 
　
　
　
 

 　
　
　
カ
ー
ペ
ット
、染
織
品
、手
工
芸
の
販
売
促
進
と
市
場

 
 

 
 　
　
　
調
査
に
従
事

1985　
第
7次
五
ヵ
年
計
画
（
職
人
の
技
と
芸
術
遺
産
の
保
 
1985　

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
イ
ンド
祭（
～
1986） 

 1985　
京
都
で
開
催
さ
れ
た
世
界
工
芸
評
議
会（
W
orld

　
　
　
全
の
重
要
性
を
指
摘
）  

 
 　
　
　
Craft Council）の

会
議
に
出
席
の
た
め
来
日

 
 

1985　
アメリカ

に
お
け
る
イ
ンド
祭（
～
1986）、『

ヴ
ィ
シュヴ

ァ
 

 
　
　
　
カ
ル
マ
』『
黄
金
の
目（
T
he Golden Eye）』、職

人
 

 
　
　
　
に
よ
る
実
演
販
売
の
実
施
 

 
 

 
1986　

国
立
フ
ァッ
ション

技
術
研
究
所（
N
ational

 
 

　
　
　
Insutitute of Fasion T

ecnology）設
立
 

 
 

 
 

 1987　
イ
ンド
手
織・手

工
芸
輸
出
公
社
の
ハ
ン
ブ
ル
グ
支
店
、

 
 

 
 　
　
　
総
括
管
理
者（
～
1989）

 
 

1988　
日
本
に
お
け
る
イ
ンド
祭『
イ
ンド
の
民
芸
』、
イ
ンド
染

 
 

　
　
　
織
を
用
い
た
森
花
恵
に
よ
る
フ
ァッ
シ
ョン
シ
ョ
ー
開
催
 
 

1989　
V
.P.Singh率

い
る
反
会
議
派
政
権
樹
立
。マ
ン
ダ
 

 
 1990　

中
央
家
内
産
業
公
社
と
イ
ンド
手
織・手

工
芸
輸
出
公

　
　
　
ル
と
マ
ン
デ
ィル
、
コ
ミュ
ナ
ル
問
題
噴
出
 

 
 　
　
　
社
の
総
裁
を
兼
任（
～
1994）。政

府
の
手
工
芸
政
策

1991　
ナ
ラ
シ
ン
ハ・ラ
オ
会
議
派
政
権
奪
取
。自
由
化
へ
の
 
 

 　
　
　
形
成
へ
の
参
与
、
職
人
の
技
術
や
文
化
を
重
視
し
た

　
　
　
転
換
 

 
 

 　
　
　
マ
ー
ケ
テ
ィ
ング
戦
略
を
実
施
。海
外
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
が

 
 

 
 　
　
　
イ
ンド
で
行
う
デ
ザ
イ
ン・
プ
ロ
ジ
ェ
クト
を
企
画
・
後
援

 
 

 
 　
　
　
し
、
多
く
の
専
門
家
を
海
外
か
ら
受
け
入
れ
る

 
 

1994　
デ
ィッリ

ー・ハ
ート（

手
工
芸
マ
ー
ケ
ット
）の
開
設
。  

 1994　
N
GOヴ

リン
ダ
ー
ヴ
ァン
代
表（
～
2001）。

国
家
褒
賞

 
 

　
　
　
職
人
が
マ
ー
ケ
テ
ィン
グ
を
学
び
生
産
者
か
ら
起
業
家
 
 　
　
　
を
受
け
た
職
人
を
促
進
す
る
活
動
に
力
を
入
れ
る

 
 

　
　
　
に
な
る
た
め
の
支
援
 

  
 

 
 

　
　
 

 
1995　

中
央
家
内
産
業
公
社
の
直
営
店
売
り
場
拡
大
 

 1995　
イ
ンド
工
芸
評
議
会
の
議
長
を
2期
つ
と
め
る（
～
2000）

1996　
BJP、統

一
左
派
他
連
立
政
権
樹
立
 

 
  

 
 

2001　
国
立
染
織
デ
ザ
イ
ン
セ
ン
タ
ー（
N
ational Center

 
 

　
　
　
for T

extile D
esign）設

置
 

 
 

 2003　
N
GO
バ
ル
サ
ナ
代
表

2004　
マ
ン
モ
ー
ハ
ン
シ
ン
首
相
就
任
 

 
  

 
 

2007　
デ
リ
ー
北
西
部（
Pitam

pura）に
2つ
め
の
ディッリ

ー・ 
 2007　

個
人
コ
レ
ク
シ
ョン
を
展
示
す
る
ギ
ャ
ラリ
ー『
バ
ラト
』を

 
 

　
　
　
ハ
ート
が
開
設
 

 　
　
　
ジ
ャ
イ
プ
ル
に
開
館

 
 

 
 2008　『

イ
ンド
刺
繍
布
の
きら
め
き
』展
が
日
本
の
国
立
民
族

 
 

 
 　
　
　
学
博
物
館
で
開
催
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験
を
へ
て
、
一
九
八
五
年
頃
か
ら
イ
ン
ド
の
手
工
芸
は
、
建
築
や
芸

術
と
並
ぶ
ひ
と
つ
の
ユ
ニ
ー
ク
な
文
化
遺
産
で
あ
る
と
い
う
認
識
が

う
ま
れ
て
き
た
。
一
九
八
四
年
に
は
、
ラ
ジ
ー
ブ
・
ガ
ン
デ
ィ
ー
の

名
前
の
も
と
に
、
イ
ン
ド
国
立
芸
術
文
化
遺
産
ト
ラ
ス
ト
（Indian 

N
ational T

rust for A
rt and Cultural H

eritage

）が
設
立
さ
れ
、

プ
ー
プ
ル
・
ジ
ャ
ヤ
カ
ー
ル
が
初
代
代
表
（Chairm

an

）
に
就
任

し
た
。
こ
の
団
体
の
設
立
自
体
が
、
そ
し
て
そ
の
代
表
に
「
手
工
芸

の
女
王
」
が
就
い
た
こ
と
か
ら
も
、
八
〇
年
代
後
半
に
お
い
て
、
手

工
芸
振
興
の
目
的
が
職
人
の
生
活
支
援
か
ら
、
国
の
ク
ラ
フ
ツ
マ
ン

シ
ッ
プ
と
芸
術
遺
産
の
保
全
へ
と
完
全
に
シ
フ
ト
し
た
こ
と
を
よ
く

表
し
て
い
る
。

手
工
芸
開
発
の
第
三
期
は
、
一
九
九
〇
年
に
ブ
リ
ッ
ジ
・
ブ
ー

ジ
ャ
ン
・
バ
シ
ン
が
政
府
の
二
大
組
織
を
率
い
る
こ
と
に
な
っ
た
頃

に
始
ま
る
。
彼
は
政
府
の
官
僚
で
あ
り
、
一
九
七
〇
年
代
初
頭
の
グ

ジ
ャ
ラ
ー
ト
で
手
工
芸
開
発
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ

た
。
こ
の
分
野
で
仕
事
を
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
彼
が
警

察
官
僚
（I.P.S.

）
と
し
て
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
州
知
事＊

６

の
補
佐
官
（A

id 
de Cam

p

）
を
つ
と
め
て
い
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
ひ
ど
い
旱
魃

に
お
そ
わ
れ
た
カ
ッ
チ
地
方
の
村
々
の
視
察
に
お
い
て
、
女
性
た
ち

が
困
窮
状
態
の
な
か
で
大
切
な
刺
繍
品
を
ご
く
僅
か
な
お
金
で
売
り

払
っ
て
い
る
状
況
を
目
に
し
た
。
そ
の
刺
繍
の
美
し
さ
に
魅
せ
ら
れ

る
と
同
時
に
、
彼
は
強
い
憤
り
を
感
じ
た
と
い
う
。
何
か
自
分
に
で

き
る
こ
と
は
な
い
か
と
、
手
工
芸
開
発
の
分
野
で
働
く
こ
と
を
強
く

希
望
し
、
一
九
七
四
年
に
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
州
手
工
芸
開
発
公
社
の
ダ

イ
レ
ク
タ
ー
に
就
任
し
た
（
cf.
中
谷 2008: 92-95

）。

一
九
七
〇
年
代
初
め
の
カ
ッ
チ
は
、
ま
だ
ほ
と
ん
ど
外
部
の
人
に

は
知
ら
れ
て
い
な
い
未
踏
の
地
だ
っ
た
。「
手
工
芸
」
と
い
う
概
念

自
体
が
ま
だ
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
バ
シ
ン
が
最
初
に
行
っ
た
仕
事

は
、
カ
マ
ラ
デ
ー
ヴ
ィ
ー
と
同
様
に
各
地
に
出
か
け
て
作
り
手
を
探

し
だ
し
、
そ
の
仕
事
を
奨
励
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
バ
シ
ン
と
職
人

た
ち
の
出
会
い
に
つ
い
て
の
興
味
深
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
、
い
く
つ
も

聞
き
取
り
調
査
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
（
cf.
金
谷 2008b: 100-

107

）。
バ
シ
ン
は
、
貧
し
さ
の
な
か
で
手
放
さ
れ
る
刺
繍
布
や
そ
の

他
の
手
工
芸
品
を
適
切
な
価
格
で
購
入
す
る
と
と
も
に
、
女
性
や
職

人
が
手
仕
事
を
つ
づ
け
て
い
く
た
め
の
支
援
を
し
た
。
ま
た
、
有
能

な
ス
タ
ッ
フ
を
雇
い
、
彼
ら
と
と
も
に
村
々
を
ま
わ
り
、
作
り
手
に

良
質
な
原
材
料
を
提
供
し
て
質
の
高
い
商
品
を
作
ら
せ
た
り
、
デ
ザ

イ
ン
を
指
導
し
た
り
す
る
な
ど
、
職
人
の
伝
統
技
術
に
裏
打
ち
さ
れ

た
新
し
い
製
品
を
開
発
し
て
い
っ
た
。
そ
う
し
て
開
発
さ
れ
た
モ
ノ

の
販
売
に
全
責
任
を
持
つ
と
い
う
の
が
彼
の
方
針
で
あ
り
、
こ
の
地

域
の
職
人
た
ち
に
と
っ
て
、
彼
の
会
社
は
新
し
い
パ
ト
ロ
ン
の
役
割

を
は
た
し
た
と
い
え
る
。
数
年
の
う
ち
に
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
州
手
工
芸

開
発
公
社
の
店
舗
、
グ
ル
ジ
ャ
ー
リ
ー
は
全
イ
ン
ド
で
も
最
も
注
目

さ
れ
る
ほ
ど
に
発
展
し
た
。

バ
シ
ン
の
能
力
に
目
を
つ
け
た
の
は
、
全
イ
ン
ド
の
手
工
芸
開
発

を
率
い
て
い
た
プ
ー
プ
ル
・
ジ
ャ
ヤ
カ
ー
ル
で
あ
る
。
一
九
七
九
年

に
バ
シ
ン
は
中
央
政
府
に
呼
ば
れ
、
中
央
家
内
産
業
公
社
の
常
務
取

締
役
（M

anaging D
irector

）
に
就
任
す
る
。
全
イ
ン
ド
手
工
芸

手
織
局
の
メ
ン
バ
ー
に
も
な
り
、
政
府
の
ポ
リ
シ
ー
・
メ
ー
キ
ン
グ

に
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
バ
シ
ン
は
手
工
芸
の
海
外

市
場
の
開
拓
に
力
を
い
れ
て
い
た
ジ
ャ
ヤ
カ
ー
ル
の
右
腕
と
し
て
、

一
九
八
四
年
か
ら
六
年
間
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
派
遣
さ
れ
た
。
一
九
九
〇

年
に
バ
シ
ン
は
イ
ン
ド
に
も
ど
り
、
中
央
家
内
産
業
公
社
、
及
び
、

手
工
芸
・
手
織
輸
出
公
社
の
ト
ッ
プ
（Chairm

an &
 D

irector

）

に
就
任
し
た
。
彼
は
手
工
芸
開
発
に
関
わ
る
政
府
役
人
の
最
高
の
地

位
に
た
ど
り
着
い
た
と
い
え
る
。

手
工
芸
開
発
の
第
三
期
の
始
ま
り
を
、
筆
者
は
バ
シ
ン
が
手
工
芸

開
発
を
率
い
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
の
年
に
設
定
し
た
が
、
こ
の
時
期

の
特
徴
と
し
て
、
一
九
八
五
年
頃
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
保
全
の
対
象

と
し
て
の
手
工
芸
「
品
」、
イ
ン
ド
の
ユ
ニ
ー
ク
な
文
化
遺
産
と
し

て
の
手
工
芸
「
品
」
と
い
う
認
識
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
弊
害
を
手
工
芸

開
発
の
現
場
に
も
た
ら
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
バ
シ
ン
は
定
年
ま

で
ま
だ
一
〇
年
以
上
残
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
ず
か
四

年
間
で
こ
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
辞
任
し
た
。
そ
の
理
由
を
彼
は
あ
ま
り

多
く
語
ら
な
い
が
、
伝
統
技
術
を
持
っ
た
個
々
の
職
人
で
は
な
く
、

彼
ら
の
作
っ
た
「
モ
ノ
」
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
手
工
芸
開

発
に
た
ず
さ
わ
る
人
々
が
現
場
で
職
人
と
向
き
合
い
、
彼
ら
の
創
造

性
や
技
術
を
尊
重
し
な
が
ら
、
新
し
い
デ
ザ
イ
ン
を
開
発
し
て
い
く

と
い
う
手
法
自
体
が
顧
み
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
手

工
芸
品
の
著
し
い
質
の
低
下
が
お
き
て
い
た
。
ま
た
、
政
府
直
営
の

さ
ま
ざ
ま
な
店
舗
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
商
品
を
生
産
者
か
ら
直
接
買

い
取
る
の
で
は
な
く
、
間
に
商
人
が
介
入
し
て
利
益
を
あ
げ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
た
。
バ
シ
ン
は
こ
う
し
た
問
題
に
真
っ
向
か
ら
立
ち
向

か
い
、
開
発
す
べ
き
は
「
モ
ノ
」
で
な
く
、「
人
」
で
あ
る
と
い
う

彼
の
信
念
を
つ
ら
ぬ
こ
う
と
し
た
が
、
大
き
な
組
織
の
ト
ッ
プ
で
あ

る
彼
に
対
し
て
、
ね
た
み
や
妨
害
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
と
い
う
。
こ

の
時
期
に
海
外
展
開
し
て
い
た
政
府
直
営
店
が
す
べ
て
閉
鎖
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
も
、
イ
ン
ド
政
府
の
手
工
芸
開
発
は
ひ
と
つ
の
壁
に

つ
き
あ
た
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

バ
シ
ン
は
一
九
九
四
年
に
官
職
を
辞
任
し
、
両
公
社
の
責
任
者
の

座
を
退
い
た
。
そ
の
後
は
、
自
ら
Ｎ
Ｇ
Ｏ
を
組
織
し
て
手
工
芸
開
発

に
携
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
活
動
の
場
を
Ｎ
Ｇ
Ｏ
に
求
め
た
積
極
的

な
理
由
と
し
て
、
国
内
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
強
化
に
力
を
入
れ
た
か
っ
た

と
、
彼
は
後
に
述
べ
て
い
る
。
こ
の
当
時
、
イ
ン
ド
の
手
工
芸
品
の

需
要
は
海
外
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
主
に
依
存
し
て
お
り
、
九
〇
年
代
に
は

い
っ
て
も
、
政
府
の
政
策
は
あ
い
か
わ
ら
ず
輸
出
志
向
だ
っ
た
。
バ

シ
ン
は
国
内
需
要
が
強
化
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
手
工
芸
市
場
の
伸
び

が
長
続
き
す
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
、
ま
た
国
内
向
け
の
商
品
に
お

い
て
こ
そ
職
人
た
ち
の
創
造
性
や
技
術
を
よ
り
い
か
す
こ
と
が
で
き

る
と
考
え
た
。

バ
シ
ン
が
Ｎ
Ｇ
Ｏ
に
移
っ
て
か
ら
現
在
ま
で
は
、
手
工
芸
開
発
の

歴
史
の
第
三
期
後
半
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
手
工
芸
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振
興
に
か
ん
す
る
政
府
の
方
針
は
、
大
枠
と
し
て
ほ
と
ん
ど
変
化
し

て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
一
方
、
こ
の
時
期
に
は
、
中
間
層
の
成
長

と
と
も
に
国
内
需
要
が
目
立
っ
て
拡
大
し
た＊

７

。
一
九
九
五
年
に
中
央

家
内
産
業
公
社
の
エ
ン
ポ
リ
ウ
ム
が
広
大
な
売
り
場
面
積
を
持
つ
大

き
な
ビ
ル
に
移
転
し
た
こ
と
も
、
国
内
市
場
の
拡
大
と
関
係
が
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
デ
リ
ー
の
中
心
部
商
業
地
区
に
あ
る

デ
ィ
ッ
リ
ー
・
ハ
ー
ト
（D

illi H
aat

）
と
い
う
手
工
芸
マ
ー
ケ
ッ
ト

は
、
訪
れ
る
人
の
数
が
年
々
ふ
え
て
お
り
、
二
〇
〇
七
年
に
は
第
二

の
デ
ィ
ッ
リ
ー
・
ハ
ー
ト
が
北
西
部
の
住
宅
街
（Pitam

pura

）
に

オ
ー
プ
ン
し
た
。
中
心
部
か
ら
は
遠
く
、
外
国
人
観
光
客
な
ど
ほ
と

ん
ど
訪
れ
な
い
場
所
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
心
部
の
デ
ィ
ッ

リ
ー
・
ハ
ー
ト
以
上
の
盛
況
ぶ
り
で
あ
る
と
聞
く
。
こ
れ
ら
の
事
実

は
、手
工
芸
の
消
費
者
が
国
内
に
も
確
実
に
育
っ
て
お
り
、か
つ
年
々

増
加
し
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

さ
ら
に
近
年
の
特
徴
と
し
て
、
モ
ノ
を
生
産
す
る
こ
と
に
対
す

る
人
々
の
認
識
、
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー
と
い
う
語
が
持
つ
意
味
や
定

義
に
変
化
が
お
き
て
い
る
。
か
つ
て
手
工
芸
や
手
織
は
、
ど
ち
ら

か
と
い
え
ば
品
質
管
理
さ
れ
て
い
な
い
「
や
ぼ
っ
た
い
」
も
の
と

し
て
、
家
内
産
業
（Cottage Industry

）
や
村
落
産
業
（V

illage 
Industry

）
は
、
組
織
化
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
謙
遜
め
い
た
意
味

で
用
い
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
ポ
ス
ト
産
業
社
会
に
お
い
て
は
、

規
格
化
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
均
質
的
で
な
い
こ
と
、
集
中
化
し
て

い
な
い
こ
と
が
逆
に
強
み
と
な
り
、
手
工
芸
は
人
間
の
創
造
性
や
技

術
が
重
要
性
を
占
め
る
、
脱
集
中
化
創
造
的
産
業
（D

ecentralized 
Creative Industry

）と
い
う
新
し
い
名
称
を
獲
得
し
た
。ジ
ャ
ヤ
・

ジ
ャ
イ
ト
リ
ー
（Jaya Jaitry

）
は
、「
産
業
と
し
て
の
手
工
芸
」

い
う
論
文
に
お
い
て
、
二
〇
〇
〇
年
か
ら
二
〇
〇
五
年
ま
で
の
五
年

間
の
手
工
芸
品
の
輸
出
額
の
伸
び
を
数
字
で
示
し
な
が
ら
、「
も
は

や
手
工
芸
は
パ
ト
ロ
ネ
ッ
ジ
や
過
度
に
ロ
マ
ン
化
さ
れ
た
見
方
や
弁

解
め
い
た
支
援
の
対
象
で
は
な
く
、
経
済
と
い
う
歯
車
を
回
転
さ
せ

る
産
業
と
し
て
注
目
に
値
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
手
工
芸

産
業
と
観
光
産
業
と
の
強
い
結
び
つ
き
や
、
お
茶
や
ス
パ
イ
ス
と

い
っ
た
農
産
物
、
時
計
や
モ
バ
イ
ル
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
商
品
の
パ
ッ

ケ
ー
ジ
に
、
エ
コ
・
フ
レ
ン
ド
リ
ー
な
リ
サ
イ
ク
ル
技
術
を
イ
メ
ー

ジ
さ
せ
る
職
人
た
ち
の
伝
統
技
術
を
い
か
す
こ
と
が
で
き
る
と
指
摘

し
て
い
る
（Jaitly 2005

）。

こ
の
よ
う
に
手
工
芸
産
業
に
大
き
な
可
能
性
を
み
る
見
方
は
、
現

在
、
手
工
芸
の
振
興
に
携
わ
っ
て
い
る
多
く
の
人
々
に
共
通
す
る
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
手
工
芸
が
う
む
利
益
を
そ
の

生
産
者
が
享
受
し
て
い
な
い
と
い
う
深
刻
な
問
題
が
お
き
て
い
る
。

商
人
に
独
占
さ
れ
て
原
材
料
が
生
産
者
の
手
に
入
り
に
く
く
な
っ
て

い
る
問
題
や
、
グ
ロ
ー
バ
ル
市
場
に
ア
ク
セ
ス
す
る
た
め
に
は
、
商

人
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
や
輸
出
業
者
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
問
題
を
生

産
者
は
抱
え
て
い
る
。
国
内
市
場
の
成
長
を
し
め
す
例
と
し
て
、
近

年
人
気
が
高
ま
っ
て
い
る
手
工
芸
マ
ー
ケ
ッ
ト
、
デ
ィ
ッ
リ
ー
・

ハ
ー
ト
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、「
ハ
ー
ト
」
と
は
も
と
も
と
農
産
物

や
手
工
芸
品
を
村
々
の
生
産
者
が
自
由
に
も
ち
よ
っ
て
販
売
す
る
伝

統
的
な
定
期
市
を
指
す
。
デ
ィ
ッ
リ
ー
・
ハ
ー
ト
は
、
国
の
中
心
部

で
観
光
客
や
都
市
住
民
を
客
に
、
各
地
の
手
工
芸
職
人
た
ち
が
、
直

接
商
品
を
販
売
す
る
た
め
の
場
所
と
し
て
一
九
九
四
年
に
設
立
さ
れ

た
。
職
人
が
直
接
商
品
を
販
売
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
マ
ー
ケ
テ
ィ

ン
グ
の
手
法
を
学
び
、
消
費
者
の
好
み
を
知
り
、
よ
り
良
い
製
品
の

生
産
に
い
か
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
と
い
う
考
え
方
に
も
と
づ
い

て
い
る
。
よ
っ
て
、
全
国
各
地
か
ら
職
人
が
参
加
で
き
る
よ
う
、
一

人
の
手
工
芸
職
人
は
一
五
日
間
し
か
店
を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
と

い
う
ル
ー
ル
が
あ
る
。
ま
た
、
一
度
、
店
を
開
く
と
三
ヶ
月
間
は
場

所
を
予
約
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
実
際
は
店
を
出
し
て

い
る
者
の
多
く
が
商
人
で
、
両
親
や
兄
弟
や
親
戚
な
ど
の
名
前
を
つ

か
い
、
継
続
し
て
場
所
を
占
有
す
る
と
い
う
こ
と
が
見
ら
れ
る
。
こ

れ
は
、
商
人
に
よ
る
手
工
芸
産
業
の
支
配
の
ひ
と
つ
の
例
に
す
ぎ
な

い
。
職
人
た
ち
が
手
工
芸
の
単
な
る
生
産
者
で
は
な
く
、
自
ら
販
売

も
手
が
け
る
職
人
（A

rtisan-m
erchant

）
へ
と
成
長
す
る
の
を
ど

の
よ
う
に
支
援
す
る
か
が
、
現
在
、
政
府
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
に
つ
き
つ
け
ら

れ
た
大
き
な
課
題
で
あ
る
。

Ⅴ 

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
ま
ず
Ⅱ
に
お
い
て
独
立
以
前
の
社
会
に
お
け
る
「
職

人
」
に
つ
い
て
述
べ
た
。
歴
史
を
通
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、

「
職
人
」
の
多
様
性
と
包
摂
性
で
あ
る
。村
落
を
基
盤
に
ジ
ャ
ジ
マ
ー

ニ
ー
関
係
の
な
か
で
生
産
し
て
い
る
職
人
の
な
か
に
は
、
同
時
に
交

易
品
の
生
産
に
も
従
事
し
て
い
る
者
も
お
り
、
彼
ら
は
地
域
を
こ
え

た
大
き
な
交
易
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
含
ま
れ
て
い
た
。
ま
た
、
モ
ノ
の

生
産
と
交
易
の
両
方
を
統
括
す
る
、
移
動
性
の
高
い
「
職
人
商
人
」

が
大
き
な
権
力
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、
イ
ン
ド
を
本
質
的
に
農
業

社
会
と
み
な
す
視
点
に
再
考
を
せ
ま
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点

で
、「
職
人
」
は
イ
ン
ド
社
会
研
究
に
多
く
の
視
座
を
も
た
ら
す
も

の
で
あ
る
が
、
独
立
以
降
の
手
工
芸
開
発
と
の
関
連
で
、
と
く
に
重

要
で
あ
る
の
は
、こ
う
し
た
「
職
人
」
の
多
様
性
と
包
摂
性
ゆ
え
に
、

手
工
芸
開
発
の
対
象
と
な
る
人
々
が
明
確
で
は
な
く
、
本
来
の
目
的

か
ら
ず
れ
て
し
ま
う
こ
と
や
、
政
策
自
体
の
変
化
が
た
や
す
く
お
き

て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
独
立
直
後
の
第
一
次
五
ヵ
年
計
画
に
お
い
て
規
定
さ

れ
た
村
落
産
業
の
振
興
政
策
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
近
代
化
に

よ
っ
て
生
計
手
段
を
失
い
、
農
村
部
に
と
り
の
こ
さ
れ
た
職
人
へ
の

支
援
策
と
し
て
始
ま
っ
た
。
そ
こ
に
は
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
主
義
的
な
理

想
が
込
め
ら
れ
て
お
り
、
西
洋
の
文
化
に
対
置
す
る
、
あ
る
い
は
優

越
す
る
イ
ン
ド
独
自
の
文
化
や
価
値
観
の
構
築
と
い
う
意
味
も
あ
っ

た
。
し
か
し
、
実
際
に
小
規
模
産
業
政
策
の
主
な
対
象
と
な
っ
た
の

は
、機
械
化
さ
れ
た
小
規
模
工
場
で
あ
る
。
織
物
産
業
で
い
う
な
ら
、

手
機
職
人
で
は
な
く
、
機
械
織
工
場
（
パ
ワ
ー
ル
ー
ム
）
の
経
営
者
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で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
カ
マ
ラ
デ
ー
ヴ
ィ
ー
は
、
手

工
芸
の
振
興
に
は
小
規
模
産
業
と
し
て
知
ら
れ
る
も
の
と
は
異
な
る

活
動
が
必
要
で
あ
る
と
認
識
し
、
全
イ
ン
ド
手
工
芸
局
を
設
立
し
た

（N
arasim

han 1999: 81

）。
つ
ま
り
、
一
九
五
二
年
の
全
イ
ン
ド
手

工
芸
局
の
設
立
は
、
手
工
芸
セ
ク
タ
ー
を
政
府
が
経
済
計
画
全
体
の

な
か
で
重
視
し
て
い
た
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
軽
視
し
て
い
た
こ

と
の
表
れ
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
イ
ン
ド
各
地
で
廃
れ
て
い
た
手
仕
事
を
見
つ
け

出
し
、
職
人
と
と
も
に
伝
統
技
術
を
い
か
し
た
デ
ザ
イ
ン
を
考
案

し
、
次
々
に
「
伝
統
的
」
手
工
芸
を
復
興
さ
せ
て
い
っ
た
カ
マ
ラ

デ
ー
ヴ
ィ
ー
の
仕
事
は
、
職
人
の
生
活
支
援
の
範
囲
を
は
る
か
に

超
え
て
、
彼
ら
の
手
仕
事
へ
の
誇
り
を
培
い
、
伝
統
技
術
の
継
承

を
図
る
も
の
で
あ
っ
た＊

８

。
カ
マ
ラ
デ
ー
ヴ
ィ
ー
は
、
自
伝
の
な
か

で
、
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
と
の
関
わ
り
を
通
し
て
、
手
工
芸
と
と
も
に

暮
ら
す
こ
と
、
手
工
芸
が
我
々
の
存
在
の
一
部
で
あ
る
こ
と
が
ど

れ
ほ
ど
有
益
か
を
理
解
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
、
モ
ノ
が
周
囲

に
吹
き
込
む
穏
や
か
な
感
覚
の
尊
さ
を
経
験
し
た
と
述
べ
て
い
る

（Chattopadhyay 1986: 67

）。
彼
女
が
独
立
直
後
か
ら
一
九
六
〇

年
代
後
半
ま
で
、
政
府
の
手
工
芸
開
発
を
率
い
た
こ
と
で
、
近
代
化

路
線
の
開
発
政
策
か
ら
こ
ぼ
れ
お
ち
る
人
々
の
救
済
と
い
う
、
政
府

が
手
工
芸
開
発
に
期
待
し
た
以
上
の
役
割
を
果
た
し
た
と
い
え
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

次
に
手
工
芸
開
発
を
担
っ
た
プ
ー
プ
ル
・
ジ
ャ
ヤ
カ
ー
ル
の
時
代

に
は
、
イ
ン
ド
の
文
化
遺
産
と
し
て
手
工
芸
の
魅
力
を
海
外
に
発
信

し
て
い
く
こ
と
が
中
心
課
題
と
な
る
。
第
二
期
の
海
外
展
開
が
可
能

に
な
っ
た
の
は
、
第
一
期
に
職
人
の
状
況
や
手
工
芸
に
つ
い
て
詳
細

な
調
査
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
大
き
い
。
ジ
ャ
ヤ
カ
ー
ル
は
、
な

か
で
も
高
い
技
術
力
を
持
つ
手
織
（H

andloom
s

）
の
振
興
に
力
を

そ
そ
ぎ
、
海
外
に
お
け
る
イ
ン
ド
祭
の
開
催
を
追
い
風
に
、
手
工
芸

に
イ
ン
ド
の
文
化
遺
産
と
し
て
の
価
値
を
付
与
す
る
こ
と
に
成
功
し

た
。
政
府
の
手
工
芸
開
発
は
、
失
業
対
策
の
枠
組
み
か
ら
完
全
に
離

陸
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
第
二
期
の
手
工
芸
開
発
の
受
益
者
と

な
っ
た
者
に
は
、
工
房
の
親
方
な
ど
が
多
い
。
彼
ら
は
手
工
芸
開
発

を
通
し
て
、
海
外
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
直
接
つ
な
が
る
こ
と
が
で
き
た
。

た
と
え
ば
、
イ
ン
ド
祭
に
お
い
て
、
手
工
芸
の
展
示
即
売
（
デ
モ
ン

ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
）
が
行
わ
れ
た
。
そ
こ
に
参
加
す
る
機
会
を
得
た

職
人
は
、
海
外
の
消
費
者
に
直
接
商
品
を
売
る
こ
と
で
、
彼
ら
の
好

み
を
知
り
、
そ
れ
に
あ
わ
せ
た
商
品
を
開
発
す
る
と
い
う
能
力
を

徐
々
に
身
に
つ
け
て
い
っ
た
。

第
三
期
前
半
に
政
府
の
手
工
芸
開
発
を
率
い
た
バ
シ
ン
は
、
カ
マ

ラ
デ
ー
ヴ
ィ
ー
の
崇
拝
者
で
あ
る
と
彼
自
身
が
語
っ
て
い
る
よ
う

に
、
職
人
の
生
活
向
上
と
い
う
社
会
開
発
の
側
面
を
で
き
る
か
ぎ
り

重
視
し
た
い
と
考
え
て
き
た
人
物
で
あ
る
。
し
か
し
、
上
述
し
た
よ

う
に
彼
が
中
央
政
府
の
主
要
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
つ
い
た
一
九
九
〇
年
代

は
、
手
工
芸
「
品
」
へ
の
高
い
評
価
と
は
裏
腹
に
、「
職
人
」
が
顧

み
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
た
。
イ
ン
ド
の
手
工
芸
開
発
が
そ
の
出
発
点

か
ら
抱
え
て
き
た
二
つ
の
課
題
、
職
人
の
支
援
と
文
化
遺
産
の
保
護

と
が
か
み
合
わ
な
く
な
っ
た
、
あ
る
い
は
両
者
の
対
立
が
表
面
化
し

た
時
期
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
た
難
し
い
時
代
に
両
輪

の
バ
ラ
ン
ス
を
と
り
な
が
ら
手
工
芸
開
発
を
進
め
よ
う
と
バ
シ
ン
は

奮
闘
し
た
。
こ
の
よ
う
な
彼
の
仕
事
の
特
徴
に
つ
い
て
最
後
に
述

べ
、
結
び
と
す
る
。

バ
シ
ン
の
仕
事
の
特
徴
の
第
一
点
に
、
彼
が
非
常
に
す
ぐ
れ
た
美

的
セ
ン
ス
、
本
物
を
み
る
目
を
備
え
て
い
る
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
が

あ
る
。
そ
れ
は
彼
の
生
い
立
ち
か
ら
も
推
測
で
き
る
。
彼
の
父
は
独

立
前
の
バ
ラ
ト
プ
ル
藩
王
国
で
、
藩
王
の
大
医
を
つ
と
め
て
い
た
。

こ
の
た
め
宮
廷
で
ダ
ン
ス
や
歌
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
、
王
が
し
ば
し
ば

訪
れ
た
マ
ト
ゥ
ラ
ー
や
ヴ
リ
ン
ダ
ー
ヴ
ァ
ン
で
、
ラ
ー
ス
リ
ー
ラ
ー

や
キ
ー
ル
タ
ン
と
い
っ
た
優
れ
た
芸
術
を
、
鑑
賞
す
る
機
会
に
恵
ま

れ
て
い
た
。
ま
た
、
男
の
子
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
刺
繍
や
編

み
物
な
ど
に
小
さ
い
頃
か
ら
非
常
に
興
味
が
あ
り
、
叔
母
に
な
ら
っ

て
た
く
さ
ん
の
も
の
を
作
っ
た
と
い
う
。
彼
の
美
的
セ
ン
ス
は
、
手

工
芸
開
発
に
お
い
て
新
し
い
デ
ザ
イ
ン
を
生
み
出
す
と
き
に
い
か
ん

な
く
発
揮
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
彼
が
職
人
へ
の
尊
敬
の
心
を
も
ち

つ
づ
け
た
背
景
に
、
美
を
感
じ
、
尊
ぶ
心
が
彼
自
身
に
宿
っ
て
い
た

こ
と
が
大
き
い
。

第
二
点
と
し
て
、
彼
は
有
能
な
官
僚
で
あ
っ
た
。
適
材
適
所
に
部

下
を
配
置
し
、
彼
ら
の
能
力
を
最
大
限
に
い
か
し
て
、
会
社
の
売
り

上
げ
を
あ
げ
て
い
く
と
い
う
彼
の
マ
ネ
ー
ジ
ン
グ
能
力
の
高
さ
は
、

た
と
え
ば
、
設
立
さ
れ
た
ば
か
り
の
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
州
手
工
芸
開
発

公
社
の
エ
ン
ポ
リ
ウ
ム
を
、
数
年
の
う
ち
に
イ
ン
ド
で
最
も
成
功
し

た
エ
ン
ポ
リ
ウ
ム
に
成
長
さ
せ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
ま

た
、
そ
の
当
時
に
彼
は
手
工
芸
開
発
に
た
ず
さ
わ
る
多
く
の
人
材
を

育
て
た
。
現
在
、
政
府
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
機
関
を
代
表

す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
人
の
な
か
に
、
一
九
七
〇
年
代
に
バ
シ
ン

と
と
も
に
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
州
手
工
芸
開
発
公
社
で
仕
事
を
し
た
と
い

う
人
が
た
く
さ
ん
い
る
。
こ
う
し
た
彼
の
官
僚
と
し
て
の
能
力
は
、

こ
れ
ま
で
も
高
く
評
価
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
大
事
な
点
は
、
管

理
能
力
だ
け
で
は
、
伝
統
的
な
技
術
を
尊
重
し
な
が
ら
、
新
し
い
商

品
を
開
発
す
る
と
い
う
手
工
芸
開
発
の
む
ず
か
し
さ
、
手
工
芸
本
来

が
持
つ
美
的
価
値
を
そ
こ
な
わ
ず
に
現
代
の
市
場
に
マ
ッ
チ
す
る
も

の
を
作
る
と
い
う
、
一
種
の
離
れ
業
を
成
功
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
は
や
は
り
彼
の
モ
ノ
を
み
る
目
、
モ

ノ
を
み
る
心
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。

第
三
点
と
し
て
、
彼
の
信
念
も
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
手
工
芸
が

開
発
さ
れ
る
な
か
で
、
ま
っ
た
く
別
の
モ
ノ
に
形
を
か
え
て
し
ま
う

こ
と
に
つ
い
て
、「
手
仕
事
の
魅
力
が
失
わ
れ
て
し
ま
わ
な
い
か
？
」

と
い
う
金
谷
の
質
問
に
対
し
、「
技
術
は
職
人
の
身
体
に
埋
め
込
ま

れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、手
工
芸
の
技
術
を
残
そ
う
と
す
る
な
ら
、

職
人
が
手
工
芸
で
食
べ
て
い
け
る
道
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
す
」
と
、
彼
は
明
快
に
答
え
て
い
る
（
中
谷
・
金
谷 2008

）。

こ
の
言
葉
に
は
、
価
値
が
あ
る
の
は
手
工
芸
品
自
体
で
は
な
く
、
人
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で
あ
る
と
い
う
彼
の
信
念
が
表
れ
て
い
る
。
バ
シ
ン
は
考
え
た
り
、

書
い
た
り
す
る
人
で
な
く
、
常
に
思
っ
た
こ
と
を
す
ぐ
に
実
行
す
る

人
で
あ
っ
た
。
彼
は
イ
ン
ド
で
お
そ
ら
く
最
も
早
く
、
職
人
た
ち
が

都
市
の
人
々
に
直
接
販
売
す
る
機
会
を
提
供
し
た
。
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト

に
い
た
頃
、
自
分
が
住
ん
で
い
た
政
府
公
舎
の
庭
を
土
曜
日
と
日
曜

日
の
朝
に
、
村
々
の
職
人
た
ち
が
あ
つ
ま
っ
て
手
工
芸
品
を
販
売
で

き
る
よ
う
に
開
放
し
た
と
い
う
。
一
九
七
四
～
七
五
年
頃
に
彼
の

家
の
庭
で
開
い
て
い
た
こ
の
市
の
ア
イ
デ
ア
が
も
と
に
な
っ
て
、

当
時
、
彼
の
ス
タ
ッ
フ
で
あ
っ
た
ジ
ャ
ヤ
・
ジ
ャ
イ
ト
リ
ー
に
よ
っ

て
、一
九
九
四
年
に
デ
ィ
ッ
リ
ー
・
ハ
ー
ト
が
設
立
さ
れ
た
。
ま
た
、

一
九
七
六
年
に
海
外
に
初
め
て
職
人
を
派
遣
し
た
の
も
彼
で
あ
る
。

そ
れ
は
バ
シ
ン
と
一
人
の
人
形
師
と
の
出
会
い
か
ら
始
ま
っ
た
。
実

際
に
、職
人
が
手
仕
事
を
見
せ
な
が
ら
、直
接
商
品
を
販
売
す
る
「
デ

モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
」（
展
示
販
売
）
も
、
バ
シ
ン
が
考
案
し
た

と
い
う
。
一
九
八
五
年
に
ア
メ
リ
カ
の
イ
ン
ド
祭
で
試
み
ら
れ
た
後

に
、
イ
ン
ド
内
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
展
覧
会
の
場
で
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
。

こ
う
し
て
彼
の
仕
事
を
ふ
り
か
え
る
と
、
彼
が
「
伝
統
工
芸
」
そ

の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
「
作
り
手
」
を
開
発
の
対
象
と
し
、
彼
ら

と
常
に
む
き
あ
っ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
一
方
で
、
職
人
を

保
護
や
援
助
の
対
象
と
み
な
す
の
で
は
な
く
、
手
工
芸
品
の
市
場
開

拓
を
最
重
要
視
し
て
い
た
こ
と
、
現
在
で
は
開
発
の
王
道
と
な
っ
て

い
る
手
法
を
一
九
七
〇
年
代
か
ら
一
貫
し
て
実
行
し
て
き
た
こ
と
が

重
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
と
い
う
人
物
に
よ
っ
て
こ
そ
、
職
人

の
支
援
と
文
化
遺
産
の
保
護
と
い
う
二
つ
の
課
題
の
バ
ラ
ン
ス
が

保
た
れ
て
き
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
も

一
九
九
〇
年
代
初
頭
ま
で
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
し
た
理
想
が
、
政

府
の
な
か
で
受
け
入
れ
ら
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
が
、
彼
の
辞
任
の
理

由
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
手
工
芸
の
未
来
を
Ｎ
Ｇ
Ｏ

に
託
し
、
官
僚
の
地
位
を
な
げ
す
て
た
バ
シ
ン
の
選
択
の
背
景
に

は
、
か
つ
て
政
府
に
期
待
さ
れ
て
い
た
社
会
開
発
の
役
割
を
、
近
年

は
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
担
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

◉
注

＊
１　

本
稿
で
は
、
イ
ン
ド
政
府
の
手
工
芸
開
発
に
つ
い
て
独
立
直
後
か

ら
一
九
九
〇
年
代
初
頭
ま
で
を
と
り
あ
げ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
以
降

の
時
代
に
な
る
と
、
経
済
自
由
化
に
よ
っ
て
民
間
資
本
が
手
工
芸
分
野

に
も
流
入
し
、
ま
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
手
工
芸
開
発
の
分
野
で

活
躍
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、手
工
芸
に
か
か
わ
る
ア
ク
タ
ー

が
著
し
く
増
え
た
。
政
府
の
役
割
が
相
対
的
に
小
さ
く
な
っ
て
お
り
、

政
府
の
政
策
に
注
目
す
る
意
味
も
薄
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

＊
２　

バ
シ
ン
は
、
イ
ン
ド
行
政
官
（I.A

.S.

）
と
し
て
一
九
七
四
年
か

ら
一
九
九
四
年
ま
で
、
手
工
芸
開
発
に
関
わ
る
政
府
ポ
ス
ト
を
歴
任
し

た
。
官
職
を
辞
任
後
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
を
組
織
し
て
手
工
芸
の
振
興
に
取
り
組

ん
で
き
た
。
現
在
は
Ｎ
Ｇ
Ｏ
バ
ル
サ
ナ
の
代
表
を
つ
と
め
る
。
筆
者
は

一
九
九
一
年
か
ら
バ
シ
ン
と
親
交
が
あ
り
、
彼
の
仕
事
を
見
聞
き
す
る

機
会
に
恵
ま
れ
て
き
た
。
ま
た
、
二
〇
〇
六
年
か
ら
二
〇
〇
七
年
に
か

け
て
、
金
谷
と
と
も
に
バ
シ
ン
が
収
集
し
た
イ
ン
ド
西
部
地
方
の
刺
繍

布
（
バ
シ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）
を
調
査
し
た
。
そ
の
後
、
国
立
民
族

学
博
物
館
に
彼
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
紹
介
し
、
二
〇
〇
八
年
に
「
イ
ン

ド
刺
繍
布
の
き
ら
め
き
」
展
の
開
催
に
尽
力
し
た
。
バ
シ
ン
・
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
や
バ
シ
ン
氏
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
三
尾
他
（2008

）
を
参
照
。

＊
３　

職
人
組
合
は
、
契
約
で
結
ば
れ
た
専
門
家
集
団
で
あ
り
、
徒
弟
制

度
を
も
ち
、
技
術
の
基
準
を
設
け
る
こ
と
で
新
参
者
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

し
て
い
た
。
工
芸
品
の
質
を
重
視
す
る
商
業
倫
理
を
も
ち
、
公
正
な
賃

金
や
価
格
を
維
持
し
て
い
た
。
組
合
は
共
同
資
本
を
も
ち
、
国
家
に
よ

る
公
共
事
業
を
実
施
す
る
組
織
と
し
て
の
機
能
も
持
っ
て
い
た
。
組
合

員
間
の
契
約
が
お
互
い
の
信
頼
関
係
を
築
く
た
め
に
不
可
欠
で
あ
り
、

ど
ん
な
仕
事
の
前
に
も
交
さ
れ
た
。
契
約
違
反
や
不
正
な
行
為
を
し
た

メ
ン
バ
ー
は
罰
金
を
科
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
収
入
が
共
同
資
本
と
な
っ

て
、
大
き
な
融
資
を
可
能
に
し
て
い
た
。
組
合
は
必
ず
し
も
地
縁
と
は

結
び
つ
い
て
お
ら
ず
、
ひ
と
つ
の
町
か
ら
別
の
町
へ
と
移
動
し
た
こ
と

が
知
ら
れ
て
い
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
し
ば
し
ば
商
人
と
職
人
の
組

合
は
ひ
と
つ
の
合
同
組
織
、
商
工
会
議
所
に
類
似
す
る
組
織
を
つ
く
っ

て
い
た
。
な
か
に
は
遠
隔
地
へ
の
輸
出
業
者
を
含
ん
で
い
る
組
合
も

あ
っ
た
（Sruti 1995: 6

）

＊
４　

タ
ミ
ル
で
は
、
農
業
カ
ー
ス
ト
を
中
心
に
彼
ら
に
依
存
す
る
カ
ー

ス
ト
を
含
む
集
団
は
「
右
手
集
団
」、
職
人
商
人
カ
ー
ス
ト
を
中
心
と
し

て
彼
ら
に
依
存
す
る
カ
ー
ス
ト
を
含
む
集
団
は
「
左
手
集
団
」
と
よ
ば

れ
、
両
者
は
国
家
や
寺
院
や
植
民
地
政
府
か
ら
与
え
ら
れ
る
地
位
や
権

限
を
め
ぐ
っ
て
対
抗
し
て
き
た
。

＊
５　

中
央
家
内
産
業
公
社
（
通
称
Ｃ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
）
は
、
設
立
時
の

一
九
四
七
年
に
は
商
産
業
省
（M

inistry of Com
m

erce &
 Indus-

try

）
の
も
と
に
あ
り
、
一
九
五
五
年
に
生
産
省
（M

inistry of Pro-

duction

）
に
移
っ
た
。
そ
の
後
、織
物
省
（M

inistry of T
extile

）
の

管
轄
に
な
っ
た
（
金
谷 2007: 50

）。

＊
６　

バ
シ
ン
が
当
時
仕
え
て
い
た
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
州
知
事
は
、
シ
ュ
リ

マ
ー
ン
・
ナ
ラ
ヤ
ン
（Shrim

an N
arayan

）
で
あ
る
。
彼
は
有
名
な

ガ
ン
デ
ィ
ア
ン
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

＊
７　

中
央
家
内
産
業
公
社
の
場
合
、
二
〇
〇
八
年
の
時
点
で
売
り
上
げ

の
四
割
を
海
外
が
、
六
割
を
国
内
が
占
め
る
ま
で
に
な
っ
て
い
る
。
こ

の
数
字
は
、
二
〇
〇
八
年
当
時
に
中
央
家
内
産
業
公
社
の
最
高
責
任
者

（Chairm
an

）
の
任
に
あ
っ
た
ナ
ン
ダ
（Gulshan N

anda

）
へ
の
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
に
も
と
づ
く
。

＊
８　

カ
マ
ラ
デ
ー
ヴ
ィ
ー
は
、
職
人
が
自
ら
の
技
術
に
誇
り
を
も
ち
、

そ
れ
を
継
承
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
優
れ
た
職
人
の
た
め

の
国
家
に
よ
る
褒
賞
制
度
（N

ational A
w

ard for M
aster Crafts-

m
en

）
を
一
九
六
五
年
に
も
う
け
た
。全
国
か
ら
州
単
位
で
公
募
さ
れ
た

職
人
の
う
ち
か
ら
選
定
さ
れ
、デ
リ
ー
で
行
わ
れ
る
授
賞
式
に
お
い
て
、

優
れ
た
手
工
芸
従
事
者
は
、
賞
金
と
賞
状
と
盾
が
も
ら
え
る
。
そ
の
ほ

か
、
褒
賞
者
は
海
外
を
含
め
た
各
種
の
手
工
芸
祭
へ
の
招
待
、
年
金
の

特
典
が
あ
る
ほ
か
、
手
工
芸
の
技
術
訓
練
ク
ラ
ス
事
業
を
利
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
（
金
谷 2007

）。
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Ⅰ 

は
じ
め
に

本
稿
の
目
的
は
、
イ
ン
ド
政
府
に
よ
る
手
工
芸
開
発
の
施
策
の
ひ

と
つ
に
、
企
業
家
的
な
手
工
芸
生
産
者
の
育
成
が
あ
っ
た
こ
と
を
示

し
、
企
業
家
的
に
生
産
形
態
を
展
開
さ
せ
た
事
例
と
し
て
、
染
色
業

を
生
業
と
す
る
職
能
集
団
カ
ト
リ
ー
を
位
置
づ
け
、
生
産
形
態
の
変

化
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
で
行
わ
れ
た
の
か
に
つ
い
て

明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
イ
ン
ド
西
部
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
州
カ
ッ

チ
地
方
で
、
染
色
を
生
業
と
す
る
職
能
集
団
カ
ト
リ
ー
は
、
従
来
は

狭
い
ロ
ー
カ
ル
社
会
に
お
い
て
、
顔
の
見
え
る
特
定
の
「
顧
客
」
の

た
め
に
更
紗
製
品
を
生
産
・
販
売
し
て
い
た
が
、
一
九
七
〇
年
代
よ

り
、
不
特
定
多
数
の
消
費
者
向
け
の
製
品
を
大
量
に
生
産
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
、
生
産
方
法
の
転
換
の
背
景
に
は
、
イ
ン

ド
社
会
の
変
化
が
あ
り
、
そ
の
変
化
に
対
応
し
て
生
産
者
の
生
業
を

継
続
さ
せ
、
農
村
経
済
を
復
興
さ
せ
よ
う
と
す
る
イ
ン
ド
政
府
の
手

工
芸
開
発
が
あ
っ
た
。

カ
ッ
チ
地
方
で
は
、
一
九
七
四
年
よ
り
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
州
政
府
に

よ
る
手
工
芸
開
発
が
始
ま
っ
た
。
カ
ト
リ
ー
の
生
業
で
あ
る
染
色
業

に
対
す
る
開
発
の
成
果
は
大
き
か
っ
た
。
更
紗
産
地
で
あ
る
ダ
マ

ル
カ
ー
村
の
工
房
数
は
、
手
工
芸
開
発
前
は
七
軒
だ
っ
た
の
が
、

二
〇
〇
一
年
に
は
七
五
軒
に
増
加
し
て
い
る
。
カ
ッ
チ
地
方
の
手
工

芸
開
発
は
、
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
州
手
工
芸
開
発
公
社
に
よ
っ
て
実
施
さ

イ
ン
ド
手
工
芸
開
発
と
企
業
家
的
生
産
者
の
誕
生

―
―
イ
ン
ド
西
部
カ
ッ
チ
地
方
、
職
能
集
団
に
よ
る
更
紗
生
産
の
事
例
よ
り

金
谷
美
和
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