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絹

の

島

わ
が
国
で
生
産
さ
れ
て
き
た
伝
統
織
物
の
お
も
な
繊
維
素
材
と
し
て
は
、
麻
、
絹
、
木
綿
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
八
丈
島
で
は
、
こ
れ
ま
で
に
知
ら
れ
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、
古
く
か
ら
ほ
と
ん
ど
絹
織
物

一

は
た

お

*
1

辺
倒

の
機
織
り
が
行
わ
れ
て
お
り
、
絹
織
物
は
今
日
に
い
た
る
ま
で
、
つ
ね
に
島
内
有
数

の
物
産
と
し
て
重
き
を
な
し
て
き
た
。

数
多
く
の
島

々
か
ら
な
る
わ
が
国
の
な
か
で
、
こ
の
よ
う
に
絹
織
物
ば

か
り
が
織
ら
れ
て
き
た
と
い
う
島
は
他
に
類
例
が
な
く
、
八
丈

こ
う

さ

島
は
、
南
海
に
浮
か
ぶ

「絹
の
島
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
島
と
本
土
と
の
間
の
大
海
原
は
、
黒
潮
と
交
叉
す
る

「海

の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
」
と
し
て
、
特
産
の
絹
織
物
を
送
り
出
す
た
め
に
、
早
い
時
期
か
ら
開
か
れ
て
い
た
も

の
と
推
察
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ

び
き

れ
ら

の
こ
と
は
、
島
の
名
称
の

「八
丈
」
が
、
わ
が
国
で
古
く
か
ら
、

一
疋

(二
反
)
と
い
う
絹
織
物

の
長
さ
の

一
単
位
を
意
味
す
る
と

　
　

と
も

に
、
絹
織
物
の
代
名
詞
と
し
て
も
用

い
ら
れ
て
き
た
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
と
い
う
説
の
妥
当
性
を
、
裏
づ
け
る
も
の
で
も
あ
る
。

海

の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
経
由
し
て
本
土
に
送
ら
れ
た
絹
織
物
は
、
江
戸
中
期
、
享
保

一
七
年

(
一
七
三
二
)
に
京
都

で
刊
行
さ
れ
た
商

ぱ
ん
き
ん
す
ぎ
わ
い
ぶ
く
ろ

*
3

工
業

の
手
引
書

『万
金
産
業
袋
』
に
お
い
て
、
「見
事
な
る
上
品
な
り
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
ほ
か
に
も
、
当
時
、
八
丈
島

の
絹
織

物
を
賞
賛
し
た
文
献
は
、
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
そ
う
し
た
名
声
が
い
か
に
高
い
も
の
で
あ

っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
今
日
に
お
い
て

き
は
ち
じ
よ
う

も
、

八
丈
島
と
い
え
ば
、
多
く
の
人
々
が

「黄
八
丈
」
の
名
を
思

い
浮
か
べ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。

八
丈
島
で
織
ら
れ
た
絹
織
物
が
本
土
に
送
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
保
元
二
年

(
二

五
七
)
に
伊
豆
大
島

に
流
罪
に
さ
れ
た

ち
ん
ぜ
い
は
ち
ろ
う
た
め
と
も

*

4

鎮
西

八
郎
為
朝
が
八
丈
島
よ
り
貢
絹
さ
せ
た
と
す
る
説
が
、
最
も
早
い
時
期
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
真
偽
の
ほ
ど
は
不
明
で
あ
る
。
し

x.35



ほ
う
じ
よ
う

　

　

か
し
、
『北

条
五
代
記
』
に
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
北
条
氏

へ
の
貢
絹
に
つ
い
て
若
干
の
記
述
が
あ
り
、
お
そ
く
と
も
室
町
時
代

の
中

ご
ろ
か
ら
は
、
絹
織
物
の
出
荷
が
始
ま

っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
八
丈
島
の
絹
織
物
は
、
本
土
に
送
り
出
さ
れ
る

一
方
で
、
島
内
で
は
、
近
年
に
服
装
が
洋
風
化
す
る
ま
で
、
長
年
に
わ
た

っ
て

ぜ
い
た
く
ひ
ん

島
民

の
日
常
の
衣
料
と
し
て
も
使
用
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
絹
織
物
を
も

っ
ぱ
ら
贅
沢
品
と
し
て
あ

つ
か

っ
て
き
た
本
土

の

一
般
的
な
衣
生
活
と
は
、
お
よ
そ
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
島
の
特
殊
な
衣
生
活
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
は
、
享
和

二
年

(
一

え
ん
お
う
こ
う

こ

八
〇

二
)
ご
ろ
に
刊
行
さ
れ
た

『園
翁
交
語
』
の
以
下
の
記
述
に
も
、
的
確
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。

「比
嶋

ハ
小
田
原
北
条
時
代
ノ
遺
風

ニ
ヤ
、
男
子

ハ
元
三

ヨ
リ
歳
暮

マ
テ
、
吉
凶
ト
モ
一
様

二
八
丈
縞
或

ハ
畷
地
祁
織
ノ
ジ

ュ
ハ
ン

も
も
ひ
き

き
や
は
ん

か
し
た
て

ハ
ン
テ
/

き
や
は
ん

ハ
レ
ギ

ヲ
重

ネ

テ
着

シ
、

股

引

ハ
ナ

ク
、

紺

ノ
脚

半

ヲ

モ

チ

ユ
。

享

和

ノ

コ

ロ

マ
テ

ハ
、
樫

立

村

ノ
壮

者

ハ
白

木

綿

ノ
摺

袴

、

脚

半

ヲ
妓

服

り
よ
う
ら

ど

さ
ん

し
も
じ
も

た
つ
と

　

　

ト

ス
。

是

上

々

ノ
綾

羅

ハ
土

産

故

ニ
オ

ト

シ
メ
、

下

々

ノ
木

綿

ハ
国

産

故

二
貴

ミ

シ
ナ

ラ

ン
」

貢
絹
の
歴
史

八
丈
島
で
絹
織
物
が
織
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
島
の
絹
織

物
は
、
お
そ
く
と
も
室
町
時
代
の
中
ご
ろ
か
ら
、
本
土
に
送
り
出
さ
れ
て
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
当
時

440

か
ら
明
治
時
代

(
一
八
六
八
～
一
九

一
二
)
に
い
た
る
ま
で
の
絹
織
物
の
出
荷
に
は
、
貢
租
制
度
に
基
づ
く
上
納
織
物
が

か
な
り
の
数
量
に

上

っ
て
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
、
絹
織
物
以
外
に
産
物
の
乏
し
い
八
丈
島
か
ら
、
本
来
の
穀
物
や
金
銭

に
代
わ
る
租
税
と

し
て
上
納
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
貢
租
は
長
年
に
わ
た

っ
て
、
そ
の
大
半
が
貢
絹
に
よ

っ
て
ま
か
な
わ
れ
て
き
た
。

さ
き
の
為
朝
が
貢
絹
さ
せ
た
と
い
う
説
の
真
偽
は
別
に
し
て
も
、
絹
織
物
が
、
早
く
か
ら
貢
物
と
し
て
本
土
の
支
配
者
に
差
し
出
さ
れ

い
に

て

い
た

こ
と

は
想

像

に
難

く

な

い
。

ま

た

、

そ

う

し

た

状

況

に

つ

い
て

は

、

『
八
丈

実

記

』

に
お

い
て

も

、

「
古

シ

エ
嶋

ノ
風

俗

イ

ヅ

レ
ヲ

わ
き

ね

は
な
む
け

ほ
ま

　
　

君

イ
ヅ

レ
ヲ
主

ト
弁

マ

へ
子

.ハ
、

国

人

来

ル
時

ハ
女

子

我

劣

ラ
ジ

ト
絹

ヲ

・
リ

、

銭

ス

ル

ヲ
誉

レ

ト

セ
リ

」

と

記

さ

れ

て

い
る
。

　
　

こ
う

し

た
な

か

に
あ

っ
て
、

『北

条

五
代

記

』

に

は
、

八
丈

島

か
ら

の
貢

絹

に

つ

い
て

、

次

の
よ

う

な

記

述

が

認

め

ら

れ

る
。

そ
う
う
ん

う
じ
な
お

「北
条
早
雲
の
時
代
、
関
東
よ
り
此
島
を
見
出
し
、
伊
豆
の
国
の
内
に
入
た
り
。
北
条
氏
直
公
時
代
ま
て
は
、
三
年
に

一
度
伊
豆
の

カ

こ

 国
下
田
よ
り
渡
海
あ
る
に
、
大
船
に
水
手
を
す
く
り
取
の
せ
て
、
秋
北
風
に
此
の
島

へ
わ
た
る
年
貢
に
は
上
々
の
絹
を
納
る
」
(『北



条
五
代
記
』
巻
五
の
四

「八
丈
島
渡
海
の
事
」
)

「女
房
絹
を
織
、
北
条
家

へ
貢
絹
と
て
お
さ
む
る
故
に
や
、
む
か
し
よ
り
家
主
は
女
に
て
、
男
は
入
む
こ
な
り

」

(同
)

あ
る

き
き
お
よ

と
り
の
せ

「豆
州
賀
茂
の
住
人
朝
比
奈
の
六
郎
知
明
と
云
侍
あ
り
。
是
よ
り
南
海
に
当
て
島
有
よ
し
聞
及
ひ
、
大
船

一
艘
に
人
多
く
取
乗
、
伊

か
の
し
ま

豆
下
田
の
つ
よ
り
渡
海
し
、
彼
島
に
つ
き
民
家
を
な
ひ
か
し
、
末
代
伊
豆
の
国
の
内
た
る

へ
き
旨
申
さ
た
め
帰
海
し
、
早
雲

へ
此
よ

し
告
な
ら
し
む
。
早
雲
喜
悦
な
な
め
な
ら
す
。
八
丈
島
見
出
し
た
る
け
ん
し
や
う
に
、
伊
豆
の
国
下
田
の
郷
を
朝
比
奈
六
郎
知
明

さ
ま
た
げ
あ
る

子

々
孫

々
永
代
他
の
妨

有

へ
か
ら
す
と
云
云
。
故
に
今
知
明
か
孫
あ
さ
ひ
な
兵
庫
助
下
田
を
知
行
す
。
此
の
島

よ
り
北
条
家
五
代

毎
年
の
貢
絹
を
お
さ
む
る
事
、
千
秋
万
歳
な
る
へ
し
」
(同
、
巻
五
の
五

「江
雪
入
道

一
措
き
の
事
付
男
女
別
の
事
」)。

以
上

の
よ
う
な
記
述
か
ら
、
北
条
早
雲
か
ら
北
条
氏
直
ま
で
の
北
条
五
代
が
八
丈
島
を
支
配
し
た
、

一
五
世
紀
末
の
延
徳
二
年

(
一
四

九
〇
)
か
ら

一
六
世
紀
末
の
天
正

一
八
年

(
一
五
九
〇
)
に
か
け
て
、
絹
織
物
を
上
納
す
る
よ
う
に
な

っ
て
い
た
こ
と
が

う
か
が
わ
れ
る
。

218上 納織物の機織 リ 『八丈記dに 描かれたこ
し め なわ

の図は,軒 に注連縄が張 られていることか ら,上

納織物の機織 り風景を描いた ものであ ることが 明

らかである。手織機の型式ははっきりしないが,
まね き そうこう

機織 り女の前に招木と綜続をつな ぐ紐 とみ られ る
じぱた

線が描かれていることか ら,地 機が使われている

もの と推察される。 八丈島歴史民俗資料館蔵

た
だ
し
、
そ

の
初
期
の
永
正

一

二
年

(
一
五

一
五
)
ま
で
は
、
北

条
氏
は
全
島
を
支
配
す
る
ま
で
に

は
い
た

っ
て
お
ら
ず
、
北
条
氏
に

先
行
し
て
島
を
支
配
し
て
い
た
神

奈
川
の
奥
山
氏
、
さ
ら
に
は
、
三

浦
半
島
を
拠
点
と
し
た
三
浦
氏
が
、

て
い

北
条
氏
と
と
も

に

一
時
島
内
で
鼎

り
つ立

し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の

た
め
、
こ
の
間

に
は
、
こ
れ
ら
の

支
配
勢
力
に
た

い
し
て
、
個
別
に

441



貢
絹
が
な
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
、
「
八
丈
実
記
』
の
さ
き
の
記
述
に
続
い
て
、

か
の
と
い

「
是

故

一二
二
浦

奥

山

ヨ
リ

貢

船

来

レ

ハ
三

浦

工
綾

羅

ヲ
出

シ
、
神

奈

川

工
嶋

絹

ヲ

マ
イ

ラ

セ
、

又

延

徳

三
辛

亥

年

ヨ
リ
北

条

早

雲

押

領

ス

レ

ハ
、

コ

レ

ニ
モ
イ

ナ

マ
デ

与

ヘ
シ

ナ

リ
、

五

十

五

年

ノ

ア
イ

ダ

ハ
、

三
浦

、

神

奈

川

、

小

田

原

ト

三
方

へ
年

貢

ヲ

納

メ

シ

　
　

ナ

リ
」

と

記

さ

れ

て

い
る
。

　
り

天
正

一
八
年
に
北
条
氏
が
滅
亡
し
た
の
ち
は
、

一
時
期
、
八
丈
島
を
支
配
す
る
本
土
勢
力
が
い
な
か

っ
た
こ
と
か
ら
、
貢
絹
も

一
時
的

に
途
絶
え
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

そ
の
の
ち
、
貢
絹
が
再
開
さ
れ
る
の
は
、
慶
長
七
年

(
一
六
〇
二
)
、
徳
川
家
康
が
八
丈
島

に
嶋
奉
行
を
置
き
、
支
配
を
確
立
し
た
と
き

　
　

か
ら
で
あ

っ
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
貢
絹
の
歴
史
は
、
幕
府
が
大
政
を
奉
還
し
、
明
治
維
新
と
な

っ
て
か
ら
も
継
承
さ
れ
、
最

終
的
に
は
、
明
治
四
二
年

(
一
九
〇
九
)
に
、
地
租
が
物
納
か
ら
金
納

に
完
全
に
切
り
替
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
よ
う
や
く
幕
を
閉

*

12

じ

る

こ
と

と

な

っ
た

。

江

戸
時

代

の
絹

織

物

八
丈
島
で
は
、
さ
き
の

『北
条
五
代
記
』

の
貢
絹
の
記
述
に
よ

っ
て
、

一
五
世
紀
末
に
は
す
で
に
絹
織
物
が
織
ら
れ

て
い
た
こ
と
は
ほ
ぼ
明
ら
か
で
あ
る
が
、
当
時
の
絹
織
物
が

い
か
な
る
も
の
で
あ

っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

442

は
、
不
明
で
あ
る
。

八
丈
島
の
絹
織
物
の
種
類
を
具
体
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
江
戸
時
代
に
織
ら
れ
て
い
た
も
の
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
時
代
の
お

ひ
ら

じ

し
ま
お
り

あ
や

じ

つ
む
ぎ

す

ず

し

さ
な

だ

も
な
絹
織
物

の
種
類
と
し
て
は
、
次
に
述
べ
る
よ
う
な
平
地
縞
織
、
綾
地
縞
織
、
紬
織
、
生
絹
織
、
真
田
織
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

た
ん
も
の

平
地
縞
織
は
、
平
織
組
織
の
縞
織
物
で
あ
り
、

一
般
に
反
物
と
し
て
織
ら
れ
て
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
縞
柄
は
、
そ
の
多
く

こ
う

し

た
て

が
格
子
縞
で
あ

っ
た
と
み
ら
れ
る
が
、
経
縞
織
物
も
少
な
か
ら
ず
織
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
平
地
縞
織
の
う
ち
、
上
納
反
物
と
さ
れ

あ

わ

せ
*
B

た
ん

ご

*
14

て
い
た
も
の
は
、
と
く
に

「合
糸
織
」
と
呼
ば
れ
、

一
般
の
商
品
や
自
前
の
着
料
と
さ
れ
る

「丹
後
縞
」
あ
る
い
は

「
丹
後
織
」
と
呼
ば

き

い
と

 れ
る
反
物
と
は
区
別
さ
れ
て
き
た
。
な
お
、
丹
後
縞
あ
る
い
は
丹
後
織
の
う
ち
に
は
、
紬
糸
を
使
用
し
た
縞
紬
織
や
、
生
糸
を
使
用
し
た



八丈島の絹織物と手織機

生
絹
織
の
縞
織
物
な
ど
も
含
ま
れ
る
。

綾
地
縞
織
は
、
綾
織
組
織
の
縞
織
物
で
あ
り
、
縞
柄
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
は
、
格
子
縞
で
あ

っ
た
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
綾
織
組
織

の

*

15

地

模

様

に

は
、

「
ヒ

シ

ア
ヤ
」

「
タ

ツ

、・・
ア

ヤ
」

「
カ

タ

ア

ヤ
」

「
コ
モ

ア
ヤ

」

な

ど

の
名

が

、

『
八
丈

実

記
』

に
認

め

ら

れ

る

。

こ
れ

ら

の

縞

織

物

の
名

称

と

し

て
は

、

お

も

に

「
帯

織

」

「
綾

帯

」

「綾

丹
後

」

な

ど

が

あ

げ

ら

れ

る
。

そ

の
う

ち

、

帯

織

と

綾

帯

は

、

い
ず

れ

も

帯

で
あ

る
が

、

帯

織

は
と

く

に
上

納

織

物

の
う

ち

に
認

め

ら

れ

る

名

称

で

あ

る

。

ま

た

、
綾

丹
後

は

、

さ
き

の
丹

後

縞

や

丹

後

織

と

同

様

、

一
般

の
商

品

や
自

前

の
着

料

と

さ

れ

て
き

た

反

物

で
あ

っ
た

。

く
ず
ま
ゆ

紬
織
は
、
真
綿
や
屑
繭
か
ら
引
か
れ
た
糸
を
使

っ
て
織
ら
れ
る
織
物
で
あ
る
。
こ
の
紬
織
に
は
、
上
納
反
物
と
さ
れ

て
い
た
も
の
と
し

じ
よ
う
ひ
ら

て

「上

平
紬

(上
紬
)」
「中
紬
」
「下
紬
」、
商
品
や
自
前
の
着
料
と
し
て
使
用
さ
れ
て
き
た
反
物
と
し
て

「丹
後
紬
」

の
名
称
が
見

い
だ

と
び

さ
れ
る
。
な
お
、
上
納
反
物
に
は
.
色
の
違

い
に
よ

っ
て
、
い
ま
だ
染
め
ら
れ
て
い
な
い
白
紬
と
、
黄
紬
や
鳶
紬
な
ど

の
無
地
の
色
紬
が

あ

っ
た
。

一
方
、
丹
後
紬
の
う
ち
に
は
、
上
納
反
物
と
同
様
の
無
地
の
白
紬
や
色
紬
の
ほ
か
に
、
平
地
縞
織
の
丹
後
縞
や
丹
後
織
に
含
ま

き
く

た

ず
り

れ
る
縞
紬
織

の
反
物
も
織
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
反
物

の
ほ
か
に
帯
も
あ
り
、
さ
ら

に
、
黄
紬
に
模
様
染
め
を
ほ
ど

こ
し
た

「菊

田
摺

紬
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
も
あ

っ
た
。

お
た
ず
ね
が
き
お
う
け
ひ
か
え

な

お
、
菊
田
摺
紬

に
つ
い
て
は
、
寛
延
二
年

(
一
七
四
九
)
の

「御
尋
書
御
請
控
」
に
、
「右
菊
田
摺
之
儀
、
黄
椛
染

二
仕
候
上
を
、
紬

ぬ
い

な
べ

も
つ
て

*

16

品
々
に
縫
す
ほ
め
、
鍋
の
墨
を
以
摺
リ
、
其
上
を
あ
し
た
草
の
汁
を
し
ほ
り
押

へ
染
上
申
候
」
と
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
は
、

き
ゆ
う
し
よ
う
ら
ん

縫
い
締
め
絞
り
の

一
種
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
文
政

=
二
年

(
一
八
三
〇
)
に
著
さ
れ
た

『嬉
遊
笑
覧
』
に
は
、

「昔
の
菊
多
す
り

こ
ぎ
れ

*

17

な
ど
小
切
も
見
え
ず
」
と
あ
り
、
実
物
資
料
が
残
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
か
ら
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
知
ら
れ
て
い
な

い
。

生
絹
織
は
、
未
精
錬

の
絹
糸

(生
糸
)
を
使
用
し
て
織
ら
れ
た
織
物
で
あ
る
。
上
納
反
物
と
さ
れ
て

い
た
も

の
に
つ
い
て
は
、
無
地
で

す
ず

し

あ

っ
た
と
み
ら
れ
る
が
、
商
用
反
物
に
は
縞
織
も
あ
り
、
『万
金
産
業
袋
』
に
は
、
「八
丈
生
衣
」
の
名
で

「鳶
色
に
黄
島
ま
た
は
く
ろ
地

は
か
ま

き
じ
や
く

*
B

あ
り
。
夏
羽
織
地
な
り
。
袴
、
着
尺
に
も
す
れ
ど
も
今
す

こ
し
う
す
し
」
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

た
て
う
ね

ひ
も

真

田
織
は
、
基
本
的
に
経
畝
組
織
の
細
幅
織
物
で
あ
る
。

こ
の
織
物
は

「
サ
ナ
ダ
」
と
呼
ば
れ
、
細
帯
や
細
紐
と
し
て
使
用
さ
れ
て
き

443



219経 畝二重組織の断面 このよ うな経畝二重組織で構成 され るカッペ

タ織の模様にはイチマッがあ り,そ の機織 りには2本1組 の開口保持具 と,
りんじよう

経糸の上下に3枚 ずつの輪 状綜iflLを備えた カッペ タ織機が使用 され る。

た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
真
田
織
は
、

一
般
に
、
二
色
の
経
糸
を
上
糸
と
下
糸
に
使

い
分
け
て
、
表
裏

ち
ゆ
う
や
じ

た

の
色
が
異
な
る
昼
夜
仕
立
て
と
し
た
も
の
で
あ

っ
た
と
み
ら
れ
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
そ
の
ほ

*
19

か
に
も
、
経
畝
二
重
組
織
で
幾
何
学
模
様
を
織
り
出
し
た

「カ
ッ
ペ
タ
織
」
が
あ

っ
た
こ
と
は
ま
ち

が

い
な

い
と
考
え
ら
れ
る
。

貢
租
の
種
類

と
上
納
織
物

江
戸
時
代
、
八
丈
島
か
ら
幕
府
に
差
し
出
さ
れ
て
い
た
租
税

に
は
、
地
租
と
し

ぶ

や
く

ぞ
う
ぜ
い

て
の
年
貢
の
ほ
か
に
、
夫
役
と
雑
税
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
、
絹
織
物
の
反
物
や

帯
に
か
え
て
上
納
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
う
ち
、
夫
役

に
代
わ
る
貢
租
は
、
「村

々
夫
役
高
紬
」
と
し

か
つ
お
ぶ
し

く
わ

つ
ば
き

て
さ
だ
め
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
雑
税
と
し
て
の
貢
租
に
は
、
鰹

節
、
桑
の
葉

、
椿
の
実
な
ど
の

う
ん
じ
よ
う
も
の

な

ぬ
し

運

上

物
に
か
わ
る

「鰹
節
代
紬
」
と

「桑
葉
代
紬
」
「椿
実
代
紬
」
、
名
主
や
船

役
な
ど
を
は
じ
め

と
す
る
役
付
き

に
取
り
立
て
ら
れ
た
者

に
課
せ
ら
れ
た

「御
役
紬
」
、
山
林
に
た

い
し
て
課
せ
ら
れ

た

「山
手
紬
」
、
北
条
時
代
の
大
永
年
間

(
一
五
二

一
～
二
八
)
に
、
島

の
領
主

に
囲
わ
れ
て
い
た

ふ

ち

ま
い

「上
の
カ
ミ
」
と

「下
の
カ
ミ
」
と
呼
ば
れ
る
二
人
の
女
性

の
扶
持
米
用
田
畑
に
課
せ
ら
れ
た
年
貢

り
よ
う
か
み

ち
ぎ
よ
う
か
た

く
ち
ま
い

に
相
当
す
る

「両

上

(両
賀
美
)
紬
」、
知
行
方
の
口
米

(付
加
税

〈地
方
税
〉
の
一
種
)
と
し
て
課
せ

ら
れ
た

「
口
紬
」
と

「包
分
銀
紬
」、
代
官
所
の
費
用
に
あ
て
ら
れ
た

「品

々
出
物
代
紬
」
と
呼
ば

*
20

れ
る
も
の
な
ど
が
あ

っ
た
。

こ
れ
ら
の
名
目
で
上
納
さ
れ
た
織
物

に
は
、
お
も
に
上
平
紬

(上
紬
)、
合
糸
織
、
帯
織
、
生
絹
、

...

い
え
み
っ

げ
ん

な

菊
田
摺
な
ど
が
あ
て
ら
れ
た
。
こ
の
う
ち
上
平
紬
は
、
も
と
は
白
紬
で
あ

っ
た
が
、
三
代
将
軍
家
光

(元
和
九
～
慶
安
四
年

〈
一
六
二
一二
～

か
り
や
す

*
21

五

一
〉
)
の
時
代
に
桑
染
め
の
紬
と
な
り
、
そ
の
後
、

蓋

染
め
の
紬
、
す
な
わ
ち
黄
紬
と
な

っ
た
。

お

な
ん

と

 ま

た
、
合
糸
織
と
帯
織
の
縞
柄
に
つ
い
て
は
、
正
徳
三
年

(
一
七

一
三
)
に
、
は
じ
め
て
御
納
戸
役
か
ら

「御
縞
本
」
と
呼
ば
れ
る
見

本
絵
が
提
示
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
た
が
、
織
り
あ
が

っ
た
縞
柄
は

「御
縞
本
」
と
相
違
す
る
こ
と
が
多
か

っ
た
。

こ
の
た
め
、
天
保



お
さ

ば

一
二
年

(
一
八
三
一
)、
織
柄
の
正
確
を
期
す
た
め
に
、
地
役
人
の
発
案
か
ら
、
手
織
機
の
箴
歯

(経
糸
の
間
隔
を
均
等
に
配
置
す
る
た
め
に
も

く
し

め

う
け
ら
れ
て
い
る
箴
の
櫛
目
状
の
部
分
名
称
)
の
規
格
の
統

一
と
と
も
に
、
合
糸
織
五
〇
柄
と
帯
織
六
柄
の
縞
柄
の
糸
く
ば

り
の
細
か
な
規
定

え
い
が
ん
ち
よ
う

じ
よ
う
の
う
ぎ
れ

*

22

が
さ
だ
め
ら
れ
、
『永
鑑

帳
』
と
呼
ば
れ
る
上

納
裂
見
本
に
、
そ
れ
ら
の
糸
く
ば
り
の
明
細
が
書
き
加
え
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

前
記
の
よ
う
な
上
納
反
物
は
、
も
と
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
価
値
が
異
な

っ
て
お
り
、
安
永
三
年

(
一
七
七
四
)
の

「
伊
豆
国
附
嶋
々
様

*
23

子
大
概
書
」
に
は
、
合
糸
織

一
反
を
上
平
紬

(黄
紬
)
五
反
分
、
帯
織
を
上
平
紬

(黄
紬
)
八
反
分
、
生
絹
七
反
を
上
平
紬

(黄
紬
)

一
〇

反
分

と
し
て
換
算
し
、
合
糸
織

一
反
の
価
格
は
金

一
両
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
、
貢
絹
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
記

さ
れ
て
い
る
。
そ

220・221合 糸織 と帯織 の裂 見本 「永 鑑帳dに は,1壱 番 」か

ら 「五拾 番」 までの50点 の合 糸織 と,「 い 印」 か ら 「へ 印」 ま

での6点 の 帯織 の裂 見本 が添 付 され,個 々に 糸 くば りの 明細が

書 き加 え られ て い る。220は 合 糸織 の 「五 番 」,221は 帯 織 の

「い印」 の 裂見 本 で あ り,い ず れ も弘 化4年(1847)作 成 の 『永

鑑帳 』か らの抜 粋で あ る。 八丈島歴史民俗資料館蔵

し
て
さ
ら
に
、
同
年
の
検
地
に
よ

っ
て
改

正
さ
れ
た
八
丈
島
の
貢
租
に
つ
い
て
は
、

隣
接
す
る
小
島

(八
丈
小
島
)
と
青

ヶ
島

か
ら
の
貢
租
と
と
も
に
、
次
の
よ
う
に
記

*
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さ
れ
て
い
る

(「伊
豆
国
附
嶋
々
様
子
大
概

書
」
に
は
、
こ
の
項
に
つ
い
て
添
書
が
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
省
略
し
た
)。

「
一
、
上
紬

五
百
端

御
年
貢

内

四
百
弐
拾
八
反

八
丈
島
よ
り
納

四
拾

六
反

小
島
よ
り
納

弐
拾

六
反青

ケ
島
よ
り
納

445



一
、
上
紬

弐
拾
八
端

桑
葉
代

内

弐
拾
六
反

八
丈
島
よ
り
納

弐
反

小
島
よ
り
納

一
、
上
紬

八
拾
三
端

御
役
紬

内

七
拾
壱
反
壱
丈
弐
尺

八
丈
島
よ
り
納

弐
反

青

ケ
島
よ
り
納

九
反
弐
丈

小
島
よ
り
納

一
、
上
紬

拾
壱
反

両
賀
美
分

八
丈
島
よ
り
納

一
、
上
紬

三
反

鰹
節
弐
千
節
代青

ケ
島
よ
り
納

一
、
下
紬

拾
反
半

椿
実
廿
四
俵
代八

丈
島
よ
り
納

此
代
上
紬
弐
分
五
厘

-

446

け
カ

き

ゑ
く

な
お
、
以
上
の
よ
う
な
上
納
織
物
の
機
織
り
は
厳
し
い
管
理
下
に
お
か
れ
、
血
の
種
れ
や
不
浄
、
忌
服
を
嫌

い
、
衣
類
な
ど
も
改
め
、

し

め
な
わ

さ
ら

に
、
家
も
き
れ
い
に
掃
き
清
め
、
注
連
縄
を
か
け
て
機
織
り
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
、
織
り
手
は
、
島
民
の
う
ち
、

で
き
る
だ
け
上
位

る

に
ん

の
家
柄
か
ら
選
ば
れ
、
二
〇
歳
か
ら
四
〇
歳
ま
で
の
女
性
が
機
織
り
に
あ
た

っ
た
が
、
そ
れ
ら
の
任
に
、
流
人
の
子
孫
が
あ
た
る
こ
と
は

避
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
帯
織

に
つ
い
て
は
、
機
織
り
に
か
な
り
の
熟
練
を
要
し
た
こ
と
か
ら
、
村
ご
と
に
四
、
五
軒
ず

つ
機
織
り

を
つ
と
め
る
家
が
決
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
家

々
で
は
、
織
り
手
と
な
る
女
性
は
、
幼
少
の
こ
ろ
か
ら
織
り
技
術

を
し

っ
か
り
と
教

*
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 え
込
ま
れ
て
い
た
。



八丈島の絹織物と手織機

江

戸
時
代
の

商

用

生

産

八
丈
島
で
織
ら
れ
た
絹
織
物
に
は
、
貢
物
や
貢
絹
と
さ
れ
た
も
の
以
外
に
商
品
と
し
て
送
り
出
さ
れ
て
き
た
も
の
も

あ

っ
た
。
た
だ
し
、
商
品
と
し
て
の
絹
織
物
の
生
産
は
、
貢
絹
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
時
期
よ
り
も
か
な
り
遅

く
、
そ
の
生
産
が
本
格
化
し
た
の
は
、
江
戸
時
代
も
半
ぽ
ご
ろ
だ

っ
た
と
み
ら
れ
る
。

か
ね
じ
や
く

く
じ
ら

*
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当
時
の
八
丈
島
で
は
、
検
地
改
め
や
、
上
納
織
物
の
長
さ
を
短
尺

(曲
尺
)
か
ら
鯨
尺
に
改
め
た
こ
と
に
よ
る
増
税
、
さ
ら
に
は
、
新

*
27

開
田
畑

へ
の
新
規

の
課
税
な
ど
に
よ

っ
て
、
島
民
は
つ
ね
に
苦
し
い
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の

一
方
で
、

う
る
お

商
用
織
物

の
生
産
が
本
格
的

に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
は
、
島
民
の
生
活
を
少
な
か
ら
ず
潤
わ
せ
た
と
み
ら
れ
る
。

ま
た
、
絹
織
物

の
商
用
生
産
が
本
格
化
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
徳
川
幕
府
に
上
納
さ
れ
、
お
も
に
幕
府
の
大
奥
に
お
い
て
用
い
ら
れ

て
い
た
八
丈
島

の
絹
織
物

の
名
声
が
、
大
名
や
旗
本
か
ら
し
だ
い
に
江
戸
市
中
の
町
人
の
間

へ
と
広
ま
り
、
さ
ら
に
江
戸
か
ら
地
方

へ
と

広
ま

っ
て
い
っ
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
あ
ら
た
な
需
要
が
喚
起
さ
れ
た
こ
と
が
、
大
き
く
あ
ず
か

っ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

貢
絹
に
は
、
幕
府
か
ら
島

に
預
け
ら
れ
た
御
用
船
が
用

い
ら
れ
た
が
、
安
永
三
年
の

「大
概
書
」
に
は
、
上
納
反
物

の
ほ
か
に
、
商
用

*
28

み
つ
ね

の
反
物
も
積
み
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
ろ
か
ら
、
八
丈
島
三
根
の
高
橋
家
の
よ
う

に
、
商
用
反
物
を

*
29

輸
送
す
る
た
め
の
私
船
を
保
有
し
、
江
戸
に
お
い
て
そ
れ
ら
を
販
売
す
る
た
め
の
呉
服
屋
を
構
え
る
も
の
も
現
れ
て
い
る
。
ま
た
、
高
橋

*

30

す
え
よ
し

家
で
は
、
天
明
年
間

(
一
七
八
一
～
八
九
)
に
は
、
従
来
み
ら
れ
な
か

っ
た
賃
仕
事

に
よ
る
機
織
り
も
開
始
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
末
吉

の
浅
沼
家
で
も
、
寛
政
年
間

(
一
七
八
九
～
一
八
〇

一
)
に
、
本
土
の
呉
服
問
屋
か
ら
預
か

っ
た
生
糸
を
、
賃
仕
事
で
織

ら
せ
る
こ
と
を
始

*
31

め

て

い
る

。

一
方

、

本

土

で
は

、

当
時

、

八
丈
島

の
縞

織

物

が

「
八
丈

嶋

」

あ

る

い
は

「
八
丈

縞

」

な

ど

と
呼

ば

れ

る

よ
う

に
な

っ
て

い

た
が

、

そ

よ
ね
ざ
わ

ぐ
ん
な
い

れ
ら
を
模
倣
し
た
織
物
が
、
秋
田
、
米
沢

(山
形
県
)、
郡
内

(山
梨
県
)、
八
王
子

(東
京
都
)、
京
都
な
ど
で
織
ら
れ
、
各
地
に
出
回
る
よ

ほ
ん

う
に
な

っ
た
こ
と
か
ら
、
あ
ら
た
に

「本
八
丈
」
と
呼
ば
れ
、
模
倣
品
と
区
別
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
っ
た
。

こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
、
八
丈
島
で
織
ら
れ
た
商
用
反
物
が
、
江
戸
を
中
心
に
お
お
い
に
人
気
を
博
し
、
当
時
、
そ
の
需
要
が

す
い

急
速

に
伸
び
て
い

っ
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
な
か
で
、
と
り
わ
け
八
丈
嶋
、
あ
る
い
は
八
丈
縞
が
江
戸

の
粋
を
代

447



表
す

る
縞
織
物
の
流
行
の

一
翼
を
担
う
と
と
も
に
、
江
戸
文
化
の
粋
を
形
成
す
る
う
え
に
少
な
か
ら
ぬ
役
割
を
は
た
し
て
き
た
こ
と
は
ま

け

う

ち
が

い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
八
丈
島
は
、
本
土
以
外
で
中
央
の
染
織
文
化
に
か
か
わ

っ
た
、
稀
有
の
機
業
地
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ

と
が

で
き
る
。

黄
八
丈
の
染
色

八
丈
島
で
織
ら
れ
て
き
た
絹
織
物
の
色
彩
と
し
て
は
、
お
そ
く
と
も
江
戸
時
代
か
ら
、
黄
、
鳶
、
黒
の
三
色
が
代

表
的
な
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
れ
ら
の
色
彩
を
お
も
な
色
目
と
し
た
八
丈
島

の
絹
織
物
、
あ
る
い
は
絹
の
縞
織
物
は
、

,・

そ
れ
ぞ
れ

「黄
八
丈
」
「鳶
八
丈
」
「黒
八
丈
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
は
、
本
土
で
呼
び
な
ら
わ
さ
れ
て
き
た
名
称
で
あ

っ
た
が
、

今
日
で
は
、
と
り
わ
け
黄
八
丈
の
名
が
有
名
で
あ
り
、
そ
の
名
称
は
、
黄
色
を
お
も
な
色
目
と
し
た
黄
八
丈
を
は
じ
め
と
す
る
、
八
丈
島

の
す

べ
て
の
絹
織
物
の
代
名
詞
と
し
て
通
用
し
て
い
る
。

八
丈
島
の
絹
織
物
の
染
色
に
は
、
古
く
か
ら
島
内
で
入
手
さ
れ
る
染
料
植
物
が
使
用
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
の
染
料
植
物
と
し
て
は
、

マ
ダ

ミ
、
ク
サ
ダ
ミ
、
イ
タ
ジ
イ
、
ヤ
マ
モ
モ
、

ハ
イ
ノ
キ
、
サ
エ
マ
ノ
キ
、
カ
リ
ヤ
ス
、
ッ
ユ
ク
サ
、

ク
ワ
、

ア
シ
タ
。ハ
な
ど
が
用
い

か
い
と
う

ふ

ど

き

ら
れ

て
い
た
こ
と
が
、
『伊
豆
海
島
風
土
記
』
や

『八
丈
実
記
』
の
記
述
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
う
ち
、
黄
八
丈
の

代
表

的
な
黄
、
鳶
、
黒
の
染
色
に
は
、
カ
リ
ヤ
ス
、

マ
ダ
ミ
、
イ
タ
ジ
イ
の
三
種
類
の
染
料
植
物
が
使
用
さ
れ
て
き
た
。

せ
ん
じ
ゆ
う

ま
ず

、
黄

色

の
染

色

に

は
、

カ

リ

ヤ

ス

(〉
『齢げ
『環

O
口

げ
凶ω
b
凶住
二
〇励
7
臼
曽
吋
団口
O
)

の
茎

や

根

や

葉

の
煎

汁

が

染

液

と

し

て

使

用

さ

れ

て

お

り

、

し
ん
ぜ
ん

さ
か
き

あ

く

ば
い
せ
ん

絹
糸

は
浸

染

を

繰

り

返

し

た

の

ち

に
、

榊

と

椿

の
灰

汁

で
媒

染

さ

れ

る

。

ま

た

、
鳶

色

の
染

色

に

は
、

マ
ダ

ミ

(竃
⇔
9

ぎ

ω
↓
冨

暮

臼
σq
一凶

し
ぼ

ω
凶①げ
゜
卑

N
9
ρ
)
の
樹
皮
の
煎
汁
と
、
そ
の
煎
汁
の
搾
り
か
す
を
焼

い
て
つ
く

っ
た
灰
を
混
入
し
た
も
の
が
、
染
液
と
し
て
用

い
ら
れ
て

い
る
。
そ
の
染
色
工
程
は
、
黄
色
の
場
合
と
同
様
、
浸
染
が
繰
り
返
さ
れ
た
の
ち
、
榊
と
椿

の
灰
汁
に
よ

っ
て
媒
染
が
行
わ
れ
る
が
、
絹

糸
の
浸
染
と
媒
染
に
よ
る
染
色
工
程
は
、
数
回
程
度
繰
り
返
し
行
わ
れ
る
。
さ
ら
に
黒
色
の
染
色
に
は
、
イ
タ
ジ
イ

(。。
匪
①
ω
δ
σ
巳
象

ど
う
ぞ

 ζ
爵
ぎ
。)
の
樹
皮
の
煎
汁
が
染
液
と
し
て
使
用
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
染
液

に
よ
る
浸
染
と
、
そ
れ
に
続
く
泥
染
め
が
数

回
程
度
繰
り
返
し

行
わ
れ
る
。
な
お
、
泥
染
め
に
は
、
特
定
の
沼
や
古
い
田
の
鉄
分
の
多
い
泥
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
染
色
技
法
は
、
江
戸
時
代
か
ら
今
日
に
い
た
る
ま
で
、
ほ
と
ん
ど
変
わ
る
こ
と
な
く
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
昭
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み
や
こ
ぞ

和
七
、

八
年

(
↓
九
三
二
、
三
)
ご
ろ
に
は
、
化
学
染
料
が
導
入
さ
れ
、
「都
染
め
」
と
称
し
て
も
て
は
や
さ
れ
た
。
そ

の
た
め
、
伝
統
的

な
染
料
植
物
を
使
用
し
た
染
色
は
急
速

に
下
火
と
な

っ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
な
か
で
、
昭
和

一
〇
年
ご
ろ
、
古
来
の
技
術
保
存
と
生
産

き
ざ

の
振
興
を
目
的
と
し
た

「黄
八
丈
振
興
組
合
」
が
設
立
さ
れ
、
伝
統
的
な
染
色
技
法
も

一
時
的
に
復
興
の
兆
し
を
み
せ
た
が
、
そ
の
後
の

戦
争

は
黄
八
丈
自
体
の
生
産
を
も
不
可
能

に
し
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
状
態
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
も
し
ば
ら
く
続
い
た
が
、
昭
和

二
七

年
に
文
化
庁
か
ら
、
「助
成
の
措
置
を
講
ず
べ
き
無
形
文
化
財
」
の
選
定
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
翌
二
八
年
、
「黄
八
丈
保
存

会
」
が

結
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
さ
ら

に
、
昭
和
三
七
年
に
は
、
「八
丈
島
黄
八
丈
品
質
保
存
会
」
が
結
成
さ
れ
て
お
り
、
伝
統
的
な

*
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製
作
技
術
の
保
存
、
品
質

の
向
上
、
生
産
の
振
興
に
つ
い
て
の
努
力
が
は
ら
わ
れ
、
今
日
に
い
た

っ
て
い
る
。

た
だ
し
、
日
本
人
の
衣
生
活
が
急
速
に
キ
モ
ノ
離
れ
を
き
た
し
て
い
る
現
代
に
お
い
て
は
、
黄
八
丈
の
振
興
に
も
お
の
ず
か
ら
限
界
が

か

き

あ
り
、
数
百
年
に
わ
た

っ
て
島
の
基
幹
産
業
で
あ

っ
た
絹
織
物
は
、
近
年
で
は
花
卉
園
芸
に
そ
の
座
を
取

っ
て
替
わ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

か
つ
て
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
養
蚕
も
、
今
で
は
皆
無
に
等
し
い
状
態
で
あ
り
、
黄
八
丈
を
織
る
た
め
の
絹
糸
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て

を
、
島
外
か
ら
の
仕
入
れ
に
依
存
し
て
い
る
。

カ

ッ
ペ
タ
織

た
ま
お
き

カ
ッ
ペ
タ
織
は
、
末
吉
に
住
ん
で
い
た
玉
置
び
ん
に
よ

っ
て
伝
承
さ
れ
て
い
た
、
経
畝

二
重
組
織

の
サ
ナ
ダ
オ
ビ
や

サ
ナ
ダ

ヒ
モ
の
織
り
技
術
が
、
昭
和
三
七
年
に
文
化
庁
か
ら

「カ

ッ
ペ
タ
織
」
と
し
て
、
「記
録
作
成
等

の
措
置
を

講
ず
べ
き
無
形
文
化
財
」
の
選
択
指
定
を
受
け
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

カ

ッ
ペ
タ
織
は
、
八
丈
島
で
織
ら
れ
て
き
た
絹
織
物
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
広
義
に
は
黄
八
丈
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
が
、
文
化
庁
の
選

択
指
定
を
受
け
る
ま
で
、
島
民
の
問
で
も
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
。
ま
た
、
カ

ッ
ペ
タ
織
と
い
う
名
称
も
、
さ
き
の
文
化
庁
の

い

だ

ぐ
*

詔

と
う
じ
よ

選
択
指
定
の
さ

い
に
、
玉
置
び
ん
が
サ
ナ
ダ
ヒ
モ
を
織
る
た
め
に
使
用
し
て
い
た

ヘ
ラ
状
の
緯
打
具

(刀
仔
)
を
、
自
ら

「カ

ッ
ペ
タ
」

と
呼
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
、
カ
ッ
ペ
タ
織
と
命
名
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
に
は
、
経
畝
組
織
で
織
ら
れ
た
真

田
織
と
と
も
に
、

サ
ナ
ダ
あ
る
い
は
サ
ナ
ダ
オ
ビ
、
サ
ナ
ダ
ヒ
モ
な
ど
と
呼
ぼ
れ
て
い
た
。

玉
置
び
ん
に
よ

っ
て
織
ら
れ
て
い
た
カ
ッ
ペ
タ
織
の
絹
糸
は
、
大
半
が
化
学
染
料
で
染
め
ら
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
本

449



222

223

222・223カ ッペタ織 の機 織 りと模様222は 経 糸 の上 下 に5枚 ず

つ の輪 状綜 続 を備 え た カ ッペ タ織 機に よる機織 りの 手 元。223は カ

ッペ タ織 に よる2本 のサ ナ ダ ヒモ の表 と裏。 上 の模 様 は 「ウ ロコ」,

下 の模 様は 「ソ ロバ ン」 と呼ば れ,222で 織 られ てい るサ ナ ダ ヒモ

の 模様 も,下 の模 様 と同 じ 「ソPバ ン」 であ る。

来
は
、
黄
八
丈
と
同
様
、
カ
リ
ヤ
ス
、

マ
ダ
ミ
、

イ
タ
ジ
イ
な
ど
で
染
め
ら
れ
た
糸
が
用
い
ら
れ

て
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら

の
織
り
幅
は
、

一
般
に
ニ
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
か

ら

一
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程
度
で
、
模
様
と
し

て
は
、
「ヤ

マ
ミ
チ
」
「
ソ
ロ
バ

ン
」
「ウ
ロ
コ
」

「イ
ゲ
タ

」
と
、

こ
れ
ら
を

二
つ
以
上
あ
わ
せ

た

「
ツ
ナ
ギ
」
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
模
様
は
、
い
ず
れ
も
、
色
の
異
な

る
経
糸
に
よ

っ
て
織
り
出
さ
れ
て
お
り
、
色
違

い
の
模
様
が
接
す
る
部
分
で
は
、
織
物
の
表
裏

が

一
体
と
な

っ
て
い
る
が
、
模
様
の
内
側
の
面

を
構
成
し
て
い
る
部
分
で
は
、
織
物
の
表
裏
は

二
重
に
な

っ
て
袋
状
を
呈
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
経
畝

二
重
組
織
で
構
成
さ
れ
て

ふ
う
つ
う
お
り

い
る
織
物
は
、
わ
が
国
の
織
物
の
う
ち
に
は
カ
ッ
ペ
タ
織
以
外
に
も
風
通
織
な
ど
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
格
別
注
目
す

べ
き
点
は
認
め
ら

じ

ば
た

*
34

れ
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
カ
ッ
ペ
タ
織
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
地
機
以
前
の
古
い
型
式
の
手
織
機
と
み
ら
れ
る
カ
ッ
ペ
タ
織
機
と

い
う

こ
し
ば
た

り
ん
じ
よ
う
そ
う
こ
う

独
特

の
腰
機

(腰
当
て
の
あ
る
手
織
機
の
総
称
)
で
織
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
異
例
で
あ
る
。
と
り
わ
け
経
糸

の
上
下
に
複
数
の
輪

状

綜
続

*
35

*
36

が
備

わ

っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
伊
豆
諸
島
の
新
島
や
式
根
島
で
最
近
ま
で
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
の
ぞ
け
ば
他
に
類
例
が
な

い
。

*
37

は
た

こ

の

カ

ッ
ペ

タ

織

に

つ

い
て

は

、

過

去

の
く

わ

し

い

こ
と

は
不

明

で

あ

る
。

た

だ

し

、

『伊

豆

海

島

風

土

記

』

に
、

「
八

反

か
け

は
機
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八丈島の絹織物と手織機

も
ち
い
ず

な
と

こ
の
み

*

38

(地
機
)
を
も
不
用
し
て
向
ふ
を
柱
杯
に
と
め
、
前
は
腰
に
付
け
て
、
あ
や
は
其
好
に
ま
か
せ

つ
工
織
る
L
と
記
さ
れ

て
い
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
同
書
が
著
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
天
明
二
年

(
一
七
八
二
)
以
前

か
ら
、
地
機
と
は
異
な
る
カ
ッ
ペ
タ
織
機
と

ほ
ぼ
同
様
の
腰
機

あ
や
は
た
も
の

が
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
『
八
丈
実
記
』
所
収
の
綾
帯
機
の
図
の
添
え
書
き

の
う
ち
に
あ

る

「イ
チ
マ
ツ
ハ
、

*
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ア
ヤ
チ
竹
四
本
、

へ
上

三
ニ
ツ
、
下

工
三
ツ
、
合
六
ッ
」
と
い
う
記
述
か
ら
、
江
戸
時
代
の
末
期
に
は
、
カ
ッ
ペ
タ
織
機
と
同
様
の
複
数

の
綜
続
を
経
糸
の
上
下
に
備
え
た
手
織
機
が
あ
り
、
後
述
す
る
綾
帯
機
に
よ

っ
て
も
、
カ
ッ
ペ
タ
織
と
共
通
す
る
織
物
組
織
と
模
様
を
も

っ
た
帯
が
織
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

な
お
、
昭
和
三
七
年
に
文
化
庁
か
ら
カ

ッ
ペ
タ
織
が

「記
録
作
成
等
の
措
置
を
講
ず
べ
き
無
形
文
化
財
」
の
選
択
指
定
を
受
け
た
時
点

で
は
、
カ
ッ
ペ
タ
織
を
織

っ
て
い
た
人
は
玉
置
び
ん
以
外
に
い
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
明
治

(
一
八
六
八
～
一
九

一
二
)
か
ら
昭
和

(
一
九

二
六
～
八
九
)
に
か
け
て
は
、
玉
置
び
ん
が
そ
う
で
あ

っ
た
よ
う
に
、
お
も
に
末
吉
に
お
い
て
、
数
人
の
年
寄
り
の
間
で
手
慰
み
と
し
て
、

時
間
を
い
と
わ
ず
カ

ッ
ペ
タ
織
が
織
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
は
、
近
親
者
の
間
で
細
帯
や
ま
え
か
け
紐
と
し
て
使
用
さ

れ
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

昭
和
五
五
年

(
一
九
八
〇
)
に
玉
置
び
ん
が
亡
く
な

っ
た
こ
と
に
と
も
な

っ
て
、
さ
き
の
文
化
庁
の
選
択
指
定
は
解

除
さ
れ
て
お
り
、

な
が

と

ろ

な
お

か

な
か

の

こ
う

カ
ッ
ペ
タ
織
の
織
り
技
術
も

一
時
期
存
続
が
あ
や
ぶ
ま
れ
た
が
、
そ
の
織
り
技
術
は
、
末
吉
の
沖
山
道
と
長
戸
路
直
香
、
中
之
郷
の
山
下

昌
子
な
ど
の
人
々
に
よ

っ
て
継
承
さ
れ
、
今
日
に
い
た

っ
て
い
る
。

口

八
丈
島
の
手
織
機

腰
機
と
高
機

八
丈
島
で
は
現
在
、
お
も
に
縞
織
物
と
真
田
織
が
織
ら
れ
て
お
り
、
広
義
の
真
田
織
の
う
ち
に
は
、
カ
ッ
ペ
タ
織
も

た
か
は
た

含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
織
物
を
織
る
た
め
に
は
今
日
、

一
般
に
高
機
が
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
カ
ッ
ペ
タ
織
に

*
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は
、
と
く
に
カ
ッ
ペ
タ
織
機
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
手
織
機
は
、
そ
の
構
成
部
品
と
し
て
、
経
糸
を
保
持
す
る
た
め
の
腰
当
て
を
備
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え
て
お
り
、
日
本
各
地
で
使
用
さ
れ
て
き
た
地
機
と
と
も
に
、
腰
機

(腰
当
て
を
備
え
た
手
織
機
の
総
称
)
の
う
ち
に
包
括
さ
れ
る
手
織
機

で
あ
る
。

ま
た
、
八
丈
島
で
は
、
近
年
ま
で
地
機
も
使
用
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
ほ
か
に
、
『八
丈
三
宅
新
島
神
津
島
諸
職
業
図
』
(東
京

国
立
博
物
館
蔵
。
以
下
、
『諸
職
業
図
』
と
略
記
)
に
描
か
れ
て
い
る

「綾
帯
機
」
と
み
ら
れ
る
腰
機
や
、
子
供
の
織
り
習

い
用

の
き
わ
め
て

*
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簡
単
な
腰
機
が
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
、
明
ら
か
に
な

っ
て
い
る
。

カ

ッ
ペ
タ
織
機

カ

ッ
ペ
タ
織
機
は
、
八
丈
島
で
織
ら
れ
て
き
た
真
田
織
の
う
ち
、
今
日

一
般
に
カ
ッ
ペ
タ
織
の
名
で
知
ら
れ
て
い

る
経
畝

二
重
組
織
の
サ
ナ
ダ
オ
ビ
や
サ
ナ
ダ
ヒ
モ
を
織
る
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
腰
機
で
あ
る
。
同
様
の
腰
機

452

は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
最
近
ま
で
新
島
や
式
根
島
で
も
使
用
さ
れ
て
い
た
が
、
現
在
、
そ
の
存
在
は
、
八
丈
島

に
お
い
て
の
み
確

認
さ
れ
て
い
る
。

*
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*
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よ
こ

こ

の
腰

機

の
構

成
部

品

に

は

、
布

巻

具

、

腰

当

て
、

輪

状

綜

続

(六
枚

～

一
〇
枚
)、

開

n
[保

持

具

(二
本

一
組
、
ま

た
は

二
枚

一
組
)、

緯

お
さ

入

具

、

緯
打

具

(刀
仔
)
、

箴

、

綾

棒

(
二
本

一
組
)
が

あ

る

。

*
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こ
れ
ら
の
う
ち
、
緯
打
具
に
は
、
「
カ
ッ
ペ
タ
織
」
と
い
う
名
称
の
も
と
に
な

っ
た
平
板
な

ヘ
ラ
状
の

「カ

ッ
ペ
タ
」
が
使
用
さ
れ
て

お
り
、
緯
入
具
に
は
、

一
本
の
棒
ま
た
は
網
針
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
開
口
保
持
具
と
し
て
は
、
現
在
、
綾
棒
と
同
様
に
両
端
を
紐
で
く
く
ら
れ
た
二
本

一
組

の
竹
が
使
用
さ
れ

て
い
る
が
、
明
治
、

大
正
ご
ろ
に
使
用
さ
れ
て
い
た
カ
ッ
ペ
タ
織
機
の
う
ち
に
は
、
割
竹
を
使
用
し
、
断
面
が
湾
曲
し
た
板
状
の
開
口
保
持

具
や
、
緯
打
具
と

*
45

同
様
の
形
の
平
板
な

ヘ
ラ
状
の
開

口
保
持
具
も
認
め
ら
れ
る
。

ま
た
、
以
上
の
よ
う
な
構
成
部
品
を
備
え
た
、
カ
ッ
ペ
タ
織
機
の
構
造
上
の
お
も
な
特
徴
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
七
点
が
あ
げ
ら
れ

る
。ω

腰
当
て
を
備
え
た
腰
機
で
あ
る
。

*

46

*

47

 ②
経
糸
の
整
経
方
式
が
平
整
経
で
あ
る
。



224

*
48

⑧
経
巻
具
が
な
く
、
経
糸
の
先
端
部
が
柱
に
結
ば
れ
て
い
る
。

ω
経
糸
の
開

口
具
と
し
て
、
手
動
式
の
輪
状
綜
続
が
経
糸
の
上
下
に
、
そ
れ
ぞ
れ
三
枚
か
ら
五
枚
ず

つ
備
わ

っ
て
い
る
。

⑤
経
糸
の
開

口
具
と
し
て
、
二
本

一
組
、
ま
た
は
二
枚

一
組

の
可
動
式
の
開

口
保
持
具
が
備
わ

っ
て
い
る
。

*
49

⑥
緯
打
具
は
開

口
補
助
具
と
し
て
の
機
能
も
兼
ね
て
い
る
。

*
50

ω
整
経
具
と
し
て
、
箴
が
備
わ

っ
て
お
り
、
個

々
の
箴
目
に
は
、
四
本

の
経
糸
が
通
さ
れ

て
い
る
。

な
お
、
こ
の
よ
う
な
カ

ッ
ペ
タ
織
機
に
よ
る
織
り
技
術
は
、
さ
き
の
沖
山
道
を
は
じ
め
と

す
る
人
た
ち
の
間
で
継
承
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
人
た
ち
の
も
と
で
は
、
数
年
前
か
ら

225

224・225カ ッペ タ織 の機織 りとカ ッペ タ織 機 の構造

224は,222図 の機 織 りの全 景 。 カ ッペ タ織 機 の綜 続

枚数 は,織 られ る模 様 に よって 異 な る。225は,ソ ロ

バ ン模様(223図 参 照)の カ ッペ タ織 を 織 るた め に 使 用

され てい るカ ッペ タ織機 の構 造 図。 経 糸の 上下 には,

輪状 綜続 が5枚 ず つ 備わ ってい る。

従
来

の
カ
ッ
ペ
タ
織
機

よ
り
も
容
易
に
機
織
り

が
で
き
る
よ
う
に
工
夫

さ
れ
た
新
型
の
カ
ッ
ペ

タ
織
機
が
使
用
さ
れ
る

こ
と
が
多
く
な

っ
て
い

る
。

こ
の
手
織
機
は
、

機
台
と
経
巻
具
を
備
え

て
お
り
、
経
糸
の
上
面

に
あ
る
輪
状
綜
続
は
、

機
台

の
支
柱
か
ら
張
り

出
し
て
い
る
腕
木
に
ゴ

X53
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ム
紐

で
吊

る
さ

れ

て

、

。

綾

帯

機

『諸
職
業
図
』
は
、
製
作
年
や
画
人
に
つ
い
て
は
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
江
戸
後
期

に
描

か
れ

た
も

の
で
あ
る
ら

　
み

し
い
。
こ
の

『諸
職
業
図
』
の
う
ち
、
「八
丈
島
人
物
」
と
題
さ
れ
た
図
の
う
ち
に
は
、
綾
帯
機

と
み
ら
れ
る
腰
機

(図
㎜
)
と
地
機

(図
㎜
)
と
を
用
い
た
二
点
の
機
織
り
図
が
含
ま
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
機
織
り
図
自
体
に
は
、
画
題
や
添
え

書
き
が
ま

っ
た
く
な
い
。
ま
た
、
綾
帯
機
の
構
成
部
品
の

一
部
と
み
ら
れ
る
も
の
が
、
八
丈
島
末
吉
の
長
戸
路
家
の
蔵
品
の
う
ち
に
見
い

だ
さ
れ
る
が
、
今
で
は
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
記
憶
の
あ
る
人
は
、
ま

っ
た
く
見
い
だ
せ
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
『諸
職
業
図
』
の
綾
帯
機
と
み
ら
れ
る
腰
機
の
経
巻
具
を
支
え
る
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
経
巻
保
持
具
と
ほ
ぼ
同

226～229綾 帯機 の絵 画資料 と綾帯機 の構造226は,

『諸職業図』に描かれた綾帯機 とみ られる腰機。227は,

『八丈実記』に描かれた綾帯機であるが
,全 図ではな く,

構成部品のひとつである経巻保持具が描かれているにす ぎ

ない。228は,『 八丈の寝覚草』に描かれた綾帯機 とみ ら

れる腰機。229は,226の 絵画資料に基づ く綾帯機の構造

図。226:東 京国立博物館蔵227:東 京都公文書館蔵

あ
や
は
た
も
の

キ

　

様

の
形

を

し

た

も

の

は
、

『
八

丈

実

記

』

に

「
綾

帯

機

」

の
図

と

し

て
あ

ら

わ

さ
れ

て

い
る

(図

脚
)。

そ

の
添

え

書

き

に

は

、

「
ア

ヤ

チ

竹

三

本

、

ヘ
タ

ニ
本

、

ヘ
ゾ

ウ

三
本

」

と
あ

り
、

さ
ら

に
さ

き

に
も

引

用

し

て

い

る

よ

う

に

、

「
イ

チ

マ
ッ

ハ
、

ア

ヤ

チ
竹

四

本

、

へ
上

工
三

ツ
、

下

工
三

ツ
、

*
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合
六
ッ
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
ア
ヤ
チ
竹
は
綾
棒
、

ヘ
タ
は
開

口

保
持
具
と
開
口
補
助
具
、

ヘ
ゾ
ウ
は
輪
状
綜
続
と
み
ら
れ
、

ヘ
タ
ニ
本
と

ヘ
ゾ
ウ
三
本
と
い
う
部
品
構
成
は
、
『諸
職
業
図
』

に
描
か
れ
て
い
る
綾

帯
機
と
み
ら
れ
る
腰
機
と
共
通
し
て
お
り
、
ア
ヤ
チ
竹
に
つ
い
て
も
、
本

数
が
異
な
る
も
の
の
、
同
図
の
腰
機
に
は
二
本
ほ
ど
描

か
れ
て
い
る
。

ま
た
、
『諸
職
業
図
』
の
綾
帯
機
と
み
ら
れ
る
腰
機
と
同
様

の
手
織
機

や

た
け

ね
ざ
め
ぐ
さ

は
、
簡
略
化
さ
れ
て
は
い
る
が
、
『
八
丈
の
寝
覚
草
』

の

「島
産
物
綾
も

*
54

の
織
る
図
」
(図
㎜
)
に
も
あ
ら
わ
さ
れ
て
お
り
、
画
題

か
ら
は
、
そ
れ
が
、

島
内
産
の
綾
織
物
を
織
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が

明
ら
か
で
あ
る
。

454
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a=腰 当てb=布 巻 具c=緯 打 具d二 箴e=開 日補助 具f1～f3=輪 ♪1犬綜続

g=開 口保持 具h、 ～h2=綾 棒1=経 巻 具 】=・経 巻保・持 具

229

そ
し
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
さ
き

に
も
引
用
し
た

『伊
豆
海
島
風
土
記
』
の

一
節
に
、
「
八
反
か
け
は
機
を

も
不
用
し
て
向
ふ
を
柱
杯

に
と
め
、
前
は
腰
に
付
け
て
、

あ
や
は
其
好
に
ま
か
せ
つ
x
織
る
」

と
あ
り
、
さ
ら
に

*
55

*
56

「五
反
か
け
正
絹
子
は
、
平
織

ゆ

へ
機

に
て
も
織

る

*
57

な
り
」
と
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
『諸
職
業
図
』

の
綾
帯
機
と
み

ら
れ
る
腰
機
が
、
『八
丈
実
記
』
の

い
う
綾
帯
機
で
あ

り
、
こ
の
綾
帯
機
に
よ

っ
て
、
綾
帯
、
す
な
わ
ち
、
江

戸
時
代
の
上
納
織
物
の
ひ
と
つ
で
あ

る
帯
織
を
は
じ
め

と
す
る
綾
織
組
織
の
縞
織
物
が
、
織
ら
れ
て
い
た
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
。

『諸
職
業
図
』
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
機
織
図
か
ら
は
、

綾
帯
機
の
構
成
部
品
と
し
て
、
経
巻
具
、
経
巻
保
持
具
、

布

巻

具

、

腰

当

て

、
輪

状
綜

続

(三
枚
)
、

開

口
保

持

具

(
一
枚
)
、
開

口
補

助

具

(
一
枚
)
、

緯

入

具

か
ん
だ
い
じ
よ
*

田

兼
緯
打
具

(管
大
仔
)、
箴
、
綾
棒

(二
本
)
が
認
め
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
う
ち
、
経
巻
具
は
、
後
述
す
る
地
機
の
経
巻
具
と
共
通
し
た
形
を

み
せ
て
い
る
。
ま

た
、
開
口
保
持
具
と
開
口
補
助
具
は
、
と
も
に
平
板
な

ヘ
ラ
状
を
呈
し
て
い
る
点
で
、
基
本
的
に

共
通
し
て
い
る
が
、
開
口
保
持
具
は
、
明
治
、
大
正
ご
ろ
に
使
用
さ
れ
て
い
た
カ
ッ
ペ
タ
織
機
の

開
口
保
持
具
と
同
様
、
両
端
に
、
経
糸
の
間
か
ら
抜
け
落
ち
な

い
た
め
の
紐
が
わ
た
さ
れ
て
い
る
。

X55
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一
方
、
開

口
補
助
具
に
は
、
こ
の
よ
う
な
紐
は
付
属
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
形
状
は
、
カ
ッ
ペ
タ
織
機
の
緯
打
具
と
共
通

し
た
形
を
み
せ
て

い
る
。
ま
た
、
緯
入
具
兼
緯
打
具
で
あ
る
管
大
仔
は
、
『諸
職
業
図
』
の
図
で
は
、
織
女
の
右
手

に
つ
か
ま
れ
て
い
る
状
態
が
描
か
れ
て

い
る
が
、

一
部
が
織
女
の
身
体
の
陰
に
隠
れ
て
い
る
た
め
、
全
体
の
形
が

つ
か
め
な

い
。
し
か
し
、
『
八
丈
の
寝
覚
草
』
の

「島
産
物
綾

も
の
織
る
図
」
に
は
、
緯
糸
を
巻
い
た
管
が
組
み
込
ま
れ
た
二
点
の
管
大
仔
が
明
確
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
お
り
、
綾
帯
機

で
は
、
地
機
と
共

通
す
る
部
品
が
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
明
ら
か
と
な

っ
て
い
る
。

ま
た
、
以
上
の
よ
う
な
構
成
部
品
を
備
え
た
綾
帯
機
の
構
造
上
の
お
も
な
特
徴
と
し
て
は
、
次
の
八
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。

ω
腰
当
て
を
備
え
た
腰
機
で
あ
る
。

②
経
糸
の
整
経
方
式
が
平
整
経
で
あ
る
。

③
経
巻
具
が
経
巻
保
持
具
に
よ

っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。

④
綾
織
組
織
の
織
物
を
織
る
た
め
の
経
糸
の
開

口
具
と
し
て
、
三
枚
の
輪
状
綜
続
が
備
わ

っ
て
い
る
。

⑤
経
糸
の
開
口
具
と
し
て
可
動
式
の
開

口
保
持
具
が
備
わ

っ
て
い
る
。

⑥
可
動
式
の
開
口
補
助
具
が
備
わ

っ
て
い
る
。

⑦
緯
入
具
兼
緯
打
具
と
し
て
、
管
大
仔
が
備
わ

っ
て
い
る
。

⑧
整
経
具
兼
緯
打
補
助
具
と
し
て
、
箴
が
備
わ

っ
て
い
る
。

な

お
、
機
織
り
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
『諸
職
業
図
』
と

『八
丈
の
寝
覚
草
』
の
機
織
り
図
に
は
、
織
女
の
ほ
か
に
綜
続
や
開
口
保
持

具
を
操
作
し
て
経
糸
の
開

口
を
行
う
た
め
の
介
添
役
の
女
性
が
描
か
れ
て
お
り
、
こ
の
綾
帯
機
に
よ
る
機
織
り
は
、

二
人
の
女
性
の
共
同

作
業
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

地

機

地
機
は
、
高
機
が
導
入
さ
れ
る
ま
で
、
日
本

の
広
範
な
地
域
で
使
用
さ
れ
て
き
た
腰
機
で
あ
る
。
今
日
で
は
、
地
機

を
使
用
し
て
い
る
地
域
は
き
わ
め
て
少
な
く
な

っ
て
い
る
が
、
か
つ
て
日
本
各
地
で
使
用
さ
れ
て
い
た
地
機
の
機
台

456

 

の
形
態
に
は
、
垂
直
型

(東
日
本
型
)
と
傾
斜
型

(西
日
本
型
)
が
あ
り
、

一
般
に
、
垂
直
型
は
東
日
本
に
分
布
し
、
傾
斜
型
は
西
日
本

に



*
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分
布
し
て
い
た
。

さ

と

八
丈
島
の
地
機
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
機
台
が
傾
斜
し
て
い
る
こ
と
か
ら
傾
斜
型
に
分
類
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
島

は
、
佐
渡

(新
潟

の

と

ひ

だ

つ

る

県
)、
能
登

(石
川
県
北
部
)、
飛
騨

(岐
阜
県
北
部
)、
都
留

(山
梨
県
南
東
部
)
と
と
も
に
、
傾
斜
型
、
す
な
わ
ち
西
日
本
型

の
地
機
の
東
限

*
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と
な

っ
て
い
る
。
ま
た
、
地
機
に
は
、
各
地
各
様
に
さ
ま
ざ
ま
な
呼
称
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
八
丈
島
に
は

「ジ

ハ
タ
」
と

「イ
ジ

ャ

リ
バ

タ
」
と
い
う
二
種
類
の
呼
び
名
が
あ
り
、
イ
ジ
ャ
リ
バ
タ
と
い
う
名
称
は
、
お
も
に
中
之
郷
で
使
用
さ
れ
て
い
た
。

く

ー
↓

230地 機の絵画資料 『諸職業図』に描かれた,地 機を使用 した機織

り図。経糸に吊るされている重石は,八 丈島の地機に特有の もので,

経糸に張力を加えて,経 糸の開 口と逆開口を円滑に行 うために機能 し

ている。 東京国立博物館蔵

八
丈
島
に
お
け
る
地
機
は
、
『諸
職
業
図
』
『伊
豆

日
記
』
『八
丈
記
』

(八
丈
島
歴
史
民
俗
資
料
館
蔵
)
な
ど
に
所
収
の
機
織
り
図
や
、
『八
丈
実

*
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記
』
に
描
か
れ
て
い
る
機
台
を
は
じ
め
と
す
る
構
成
部
品
の
図
に
よ

っ

て
、
江
戸
時
代
に
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ

て
お
り
、
古
老
の

記
憶
か
ら
、
昭
和
の
初
め
ご
ろ
ま
で
、
年
輩
の
女
性

た
ち
の
間
で
、
縞

織
物
や
紬
織
な
ど
の
平
織
組
織
の
織
物
を
織
る
た
め
に
使
わ
れ
て
い
た

こ
ど
が
、
明
ら
か
に
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
今
日
で
は
、
島
内
に
残
さ

れ
て
い
る
地
機
は
、
わ
ず
か
に
八
丈
島
歴
史
民
俗
資
料
館
に
収
蔵
さ
れ

て
い
る

一
点
が
確
認
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
島
民

の
間
で
か
つ
て
地

機
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
知
る
人
は
、
も
は
や
数
え
る
ほ
ど
に
な

っ

て
い
る
。

八
丈
島
歴
史
民
俗
資
料
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
地
機
の
お
も
な
構
成

部
品
と
し
て
は
、
経
巻
具
、
布
巻
具
、
機
台
、
腰

当
て
、
輪
状
綜
続

ま
ね

き

お
も

し

(
一
枚
)
、
開

口
保

持

具

(
一
点
)
、

招

木

装

置

、

重

石

、

緯

入

具

兼

緯

打

具

(管
大
仔
)、

箴

が

あ

る
。
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ろ
く

ろ

ひ
き
な
わ

こ
れ
ら
の
う
ち
招
木
装
置
は
、
経
糸
の
開

口
を
織
り
手
の
足
を
使

っ
て
行
う
開
口
補
助
装
置
で
、
招
木
、
輔
輔
、
引
縄
で
構
成
さ
れ
て

お
り
、
招
木
は
輪
状
綜
続
に
紐
で
つ
な
が
れ
て
い
る
。
ま
た
、
重
石
は
、
八
丈
島
の
地
機

に
特
有
の
も
の
で
、
開

口
保
持
具
に
よ

っ
て
分

離
さ
れ
て
い
る
経
糸
の
う
ち
、
下
糸
に
重
量
を
か
け
て
張
力
を
付
加
し
、
経
糸
の
開
口
と
逆
開
口
を
円
滑
に
行
う
た
め
の
開

口
補
助
具
と

し
て
機
能
し
て
い
る
。
な
お
、
地
機
の
経
巻
具
と
、
緯
入
具
兼
緯
打
具
と
し
て
の
管
大
仔
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
綾
帯
機
に
認
め

ら
れ

る
経
巻
具
や
管
大
仔
と
共
通
の
機
能
と
形
を
も

つ
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
以
上
の
よ
う
な
構
成
部
品
を
備
え
た
地
機
の
構
造
上
の
お
も
な
特
徴
と
し
て
は
、
次
の
八
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。

ω
腰
当
て
を
備
え
た
腰
機
で
あ
る
。

②

経
糸

の
整
経
方
式
が
平
整
経
で
あ
る
。

③
経
糸
保
持
具
と
し
て
、
傾
斜
型
の
機
台
が
備
わ

っ
て
お
り
、
経
巻
具
が
機
台
に
よ

っ
て
保
持
さ
れ
て
い
る
。

ω
経
糸
の
開

口
具
と
し
て
、
足
引
き
式
の
輪
状
綜
続
が

一
枚
備
わ

っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
の
開
口
補
助
装
置
と
し
て
、
招
木
装
置
が
付

属
し
て
い
る
。

⑤
経
糸
の
開

口
具
と
し
て
、
固
定
式
の
開

口
保
持
具
が
備
わ

っ
て
お
り
、
機
台
に
よ

っ
て
保
持
さ
れ
て
い
る
。

⑥
開

口
補
助
具
と
し
て
、
重
石
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
平
整
経
さ
れ
た
経
糸
の
下
糸
に
か
け
ら
れ
て
い
る
。

⑦
緯
入
具
兼
緯
打
具
と
し
て
、
管
大
仔
が
備
わ

っ
て
い
る
。

⑧
整
経
具
兼
緯
打
補
助
具
と
し
て
、
箴
が
備
わ

っ
て
い
る
。

織

り

習

い

用

の

腰

機

八
丈
島
の
中
之
郷
に
住
む
菊
池
キ
カ

(明
治
三
一二
年

〈
一
九
〇
〇
〉
生
ま
れ
)
は
、
高
機
が
使
え
る
よ
う
に
な
る
前
の

織
り
習
い
と
し
て
、
「六
、
七
歳
の
頃
に
、
母
か
ら
す
す
め
ら
れ
て
、
柱
と
自
分
の
腰
紐
に
経
糸

を
か
け
た
オ
モ
チ
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ヤ
の
よ
う
な
機
を
使

っ
て
細
紐
を
織

っ
た
。
母
た
ち
も
、
イ
ジ

ャ
リ
バ
タ
が
使
え
る
よ
う
に
な
る
前
の
お
な
じ
年
頃
の
と
き
に
は
、
お
な

じ
よ
う
に
オ
モ
チ
ャ
の
よ
う
な
機
で
織
り
習
い
を
し
た
と
聞
い
た
」
と
伝
え
て
い
る
。

彼
女
が
織
り
習

い
に
使

っ
た
と
い
う
手
織
機
で
は
、
平
織
組
織
の
細
紐
が
織
ら
れ
た
。
こ
の
手
織
機
は
、
こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
手



231織 リ習い機の構造 この腰機に

ついては,実 物資料,絵 画資料,文 献

資料がいっさい知 られてお らず,そ の

存在は,菊 池キカからの聞 き取 り調査

によって,明 らか となった。

織
機
と
同
様
、
腰
機
で
あ
る
が
、
そ
の
構
造
は
き
わ
め
て
簡
単
な
も
の
で
あ
り
、
専

用
の
構
成
部
品
と
し
て
は
、
輪
状
綜
続

(二
枚
)
と
緯
入
具
と
緯
打
具

(刀
仔
)
と

経
糸
保
持
具

(手
元
棒
)
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
腰
機
で
は
、
手
元

棒
以
外
の
経
糸
保
持
具
と
し
て
、
家
の
柱
と
自
分
の
腰
紐
が
使
用

さ
れ
て
お
り
、
経

糸
の
先
端
部
は
柱
に
紐
で
く
く
ら
れ
、
手
元
棒

に
か
け
ら
れ
た
経
糸
の
手
元
部
は
腰

紐
に
結
ば
れ
て
い
た
。
な
お
輪
状
綜
続
の
綜
続
棒
や
緯
入
具
に
は
、
あ
り
あ
わ
せ
の

棒
が
使
用
さ
れ
、
緯
打
具
は
自
分
で
板
切
れ
を
削

っ
て
作

っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
以
上
の
よ
う
な
構
成
部
品
を
備
え
た
織
り
習
い
用
の
腰
機

の
構
造
上
の
お

も
な
特
徴
と
し
て
は
、
次
の
六
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。

八丈島の絹織物と手織機

ω
腰
当
て
の
代
用
と
し
て
腰
紐
を
使
用
し
た
腰
機
で
あ
る
。

②
経
糸
の
整
経
方
式
が
平
整
経
で
あ
る
。

③
経
巻
具
が
な
く
、
経
糸
の
先
端
部
は
柱
に
結
ば
れ
て
い
る
。

ω
布
巻
具
が
な
く
、
経
糸
の
手
元
部
分
は
、
手
元
棒
を
介
し
て
腰
紐
に
結
ば
れ
て
い
る
。
あ
る
程
度
、
織
り
進
ん
だ
段
階
で
は
、
織
ら

れ
た
細
紐
は
直
接
、
腰
紐
に
結
ば
れ
る
。

⑤
経
糸
の
開

口
具
と
し
て
、
手
動
式
の
輪
状
綜
続
が

二
枚
備
わ

っ
て
い
る
。

⑥
緯
打
具
は
開

口
補
助
具
と
し
て
の
機
能
も
兼
ね
て
い
る
。

高

機

高
機
は
、
中
国
に
お
い
て
絹
機
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
、
養
蚕

.
裁
縫
技
術
の
伝
来
と
と
も
に
、
わ
が
国
に
伝
わ

*
63

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
来
歴
や
、
当
時
の
高
機
の
型
式
に
つ
い
て
は
、

い
ま
だ
く
わ
し
い

こ
と

は
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
わ
が
国
で
高
機
の
地
方

へ
の
本
格
的
な
普
及
が
始
ま

っ
た
時
期
は
、
江
戸
中
期
か
ら
で
あ
る
。

当
初
、
高
機
は
、
絹
織
物
専
用
機
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
し
だ
い
に
地
機
で
織
ら
れ
て
い
た
木
綿
織
物
や
麻
織
物
な
ど
の
製

459



232高 機による黄八丈の機織 り この高機は,機 台の上に四角い大きな

枠組みを備えてお り、明治22年(1889)か ら八丈島で使用されてきた絹用高

機の構造を示 している。 しか し,今 日では,こ の ような旧来の高機に代わ

って,し だいに枠組みのない小型の高機の使用が増加 しつつある。

織
に
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
か
つ
て
日

本
各
地
で
使
用
さ
れ
て
い
た
地
機
の
大
半
は
、
今

日
で
は
高
機
に
転

換
し
て
い
る
。

*
64

八
丈
島
に
お
け
る
高
機
は
、
明
治
二
二
年

(
一
八
八
九
)
に
、
房

*
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州

(千
葉
県
南
部
)
か
ら
導
入
さ
れ
て
い
る
。
当

初
、
高
機
は
、
お

も
に
若
い
女
性
の
間
で
使
用
さ
れ
、
年
輩
の
女
性
は
、
昔
か
ら
手
に

な
じ
ん
で
き
た
地
機
を
使
い
つ
づ
け
て
い
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
大

正
時
代
の
中
ご
ろ
か
ら
は
、
織
り
手
の
世
代
交
代

に
よ

っ
て
、
縞
織

物
や
紬
織
の
機
織
り
に
は
、
も

っ
ぱ
ら
高
機
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に

な

っ
て
い

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
高
機
は
、
本
土
で
は
濁
音
で

*
66

「タ
カ
バ
タ
」
と
呼
ば
れ
る
場
合
が
多

い
が
、
八
丈
島
で
は

一
般

に

清
音
で

「
タ
カ

ハ
タ
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
。

*
67

八
丈
島
の
高
機
は
、
絹
用
高
機
の
典
型
的
な
構
造
を
示
し
て
お
り
、

機
台
の
上
に
、
織
り
手
を
囲
む
よ
う
に
し
て
、
綜
続
や
箴
を
組
み
込

わ
く

く

ん
だ
大
き
な
四
角
い
枠
組
み
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
高
機
の
お
も
な

つ
が
い
め

*
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構
成
部
品
と
し
て
は
、
経
巻
具
、
布
巻
具
、
機
台
、
番
目
綜
続

(二
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ひ

 枚
以
上
)、
輪
輔
、
踏
木
、
箴
、
箴
引
、
峻
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
う
ち
、
経
巻
具
に
は
経
糸
の
送
り
出
し
装
置
、
布
巻
具
に
は
織
ら
れ
た
布
の
巻
取
り
装
置
が
付
属
し
て
い
る
。
ま
た
、
番
目

綜
続

は
二
枚

一
組
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
平
織
組
織
の
織
り
出
し
に
は

一
組
の
番
目
綜
続
が
使
用
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
綾
織
組
織
の
織
り

出
し
に
は
二
組
以
上
の
番
目
綜
続
が
使
わ
れ
て
い
る
。
な
お
、
緯
入
具
と
し
て
は
、
内
部

に
緯
糸
を
巻

い
た
管
が
組
み
込
ま
れ
た
船
形
の



八丈島の絹織物と手織機

峻
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

ま

た
、
以
上
の
よ
う
な
構
成
部
品
を
備
え
た
高
機
の
構
造
上
の
お
も
な
特
徴
と
し
て
は
、
次
の
五
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。

ω
経
糸
が
固
定
式
の
経
巻
具
と
布
巻
具
に
よ
り
保
持
さ
れ
て
い
る
。

②
経
糸
の
整
経
方
式
が
平
整
経
で
あ
る
。

③
経
糸
の
送
り
出
し
装
置
を
備
え
た
経
巻
具
と
、
布
の
巻
取
り
装
置
を
備
え
た
布
巻
具
が
、
と
も
に
機
台
に
固
定
さ
れ
て
い
る
。

ω
経
糸
の
開

口
具
と
し
て
、
二
枚

一
組
の
輔
輔
仕
掛
け
に
よ
る
足
踏
み
式
の
番
目
綜
続
が

一
組
以
上
備
わ

っ
て
お
り
、
踏
木
を
踏
む
こ

と
に
よ

っ
て
番
目
綜
続
が
上
下
す
る
。

⑤
緯
打
具
兼
整
経
具
と
し
て
、
箴
が
備
わ

っ
て
い
る
。

八
丈
島
に
お
け
る

手
織
機
の
系
譜

八
丈
島
で
は
、
明
治
二
二
年

(
一
八
八
九
)
に
高
機
が
導
入
さ
れ
る
以
前

に
は
、
カ

ッ
ペ
タ
織
機
、
綾
帯
機
、

地
機
と
い
う
三
種
類
の
腰
機
に
加
え
て
、
織
り
習

い
用
の
腰
機
が
存
在
し
て
い
た
。
こ
れ
ら

の
腰
機
が
、
そ
れ

そ
れ

い
つ
ご
ろ
か
ら
使
用
さ
れ
て
き
た
の
か
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
に
提
示
し
て
き
た

『諸
職
業
図
』
や

『伊
豆
海
島
風
土

記
』
を
は
じ
め
と
す
る
資
料
に
よ

っ
て
、
地
機
と
綾
帯
機
が
江
戸
時
代
後
半
に
併
用
さ
れ
て
お
り
、
地
機
で
は
平
織
組
織
の
織
物
が
、
綾

も
ん

帯
機

で
は
綾
織
組
織
や
経
畝
二
重
組
織
の
カ
ッ
ペ
タ
織
に
類
す
る
紋
織
物
が
織
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
て
い
る
。

た
だ
し
、
地
機
と
綾
帯
機
の
相
互
の
構
造
の
間
に
は
か
な
り
大
き
な
開
き
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
腰
機
で
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な

っ
た
組
織
の

織
物
が
織
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
地
機
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
前
段
階
に
は
、
地
機
と
同
様
、
平
織
組
織
の
織
物
を

*
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織
る
た
め
の
手
織
機
と
し
て
、
綾
帯
機
と
共
通
す
る
基
本
構
造
を
備
え
た
類
型
機
、
す
な
わ
ち
、
開

口
具
が
手
動
式
の

一
枚
の
輪
状
綜
続

と

一
枚
の
開

口
保
持
具
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
た
綾
帯
機
型
の
腰
機
が
、
平
織
機
と
し
て
存
在
し
、
綾
帯
機
や
カ
ッ
ペ
タ
織
機
と
併
用
さ
れ

て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
。

ま

た
、
こ
の
よ
う
な
綾
帯
機
型
の
平
織
機
と
同
様
、
カ
ッ
ペ
タ
織
機
と
共
通
す
る
基
本
構
造
を
備
え
た
類
型
機
と
し
て
、
開
口
具
が
手

動
式

の

一
枚
の
輪
状
綜
続
と
、

一
枚
あ
る
い
は

一
組
の
開
口
保
持
具
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
た
カ
ッ
ペ
タ
織
機
型
の
腰
機
が
、
カ
ッ
ペ
タ
織

461



以
外

の
サ
ナ
ダ
を
織
る
た
め
の
腰
機
と
し
て
、
併
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

し
た
が

っ
て
、
八
丈
島
で
は
、
地
機
以
前
に
、
綾
帯
機
と
綾
帯
機
型

の
腰
機
、
な
ら
び
に
カ
ッ
ペ
タ
織
機
と
カ
ッ
ペ
タ
織
機
型
の
腰
機

が
存
在
し
て
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
の
う
ち
の
綾
帯
機
型
の
腰
機
が
地
機

の
導
入
に
よ

っ
て
姿
を
消
し
、
地
機

は
さ
ら
に
高
機
に

転
換

し
て
、
今
日
に
い
た

っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
綾
帯
機
は
、
お
そ
ら
く
明
治
時
代
ま
で
使
用
さ
れ
て
い
た
と
み

ら
れ

る
が
、
高
機
の
導
入
に
よ

っ
て
姿
を
消
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
カ
ッ
ペ
タ
織
機
型
の
腰
機
も
、
地
機
の
導
入
に
よ

っ

て
姿
を
消
し
、
カ
ッ
ペ
タ
織
機
型
の
腰
機
で
織
ら
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
サ
ナ
ダ
は
、
地
機
に
よ

っ
て
織
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
、
そ
の
後
、

高
機

に
よ

っ
て
織
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い

っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

な

お
、
織
り
習
い
用
の
腰
機
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
、
高
機

の
導
入
以
前

に
、
地
機

に
よ
る
機
織
り
を
行
う
た
め
の
織
り
習
い
に
使
用

な
ぞ

さ
れ

て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
開
口
具
が
二
枚
の
手
動
式
の
輪
状
綜
続

の
み
で
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
大
き
な
謎
と
い
う
ほ
か
は

な

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
あ
え
て
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
織
り
習

い
の
本
来
の
目
的
が
、
平
織
組
織
の
織
り
技
術

と
と
も
に
、
カ
ッ
ペ
タ
織
の
経
畝
二
重
組
織
や
帯
織
の
綾
織
組
織
な
ど
の
機
織
り
に
必
要
な
複
数
枚
の
輪
状
綜
続
の
基
本
操
作
を
、
あ
わ

せ
て
習
得
す
る
こ
と
に
あ

っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
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日

地
機
以
前

の
腰
機
と
古
代
日
本
の
機
織
り
文
化

腰

機

の

型

式

と

分

布

開

口
具
と
し
て
輪
状
綜
続
を
備
え
た
腰
機
は
、
世
界
全
体
を
見
わ
た
し
た
場
合
、
お
も
に
太
平
洋
と
そ
の
周
縁
地
域

に
分
布
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
広
範
な
分
布
圏
の
な
か
で
、
と
く

に
集
中
的
な
分
布
が
認
め
ら
れ

る
地
域
は
、
東
ア

ジ

ア
と

東

南

ア

ジ

ア

で
あ

り

、

主

要

な

使

用

民

族

と

し

て

は

、

日
本

、

ア
イ

ヌ
、

朝

鮮

の
各

民

族

と

、

シ
ナ

・
チ

ベ

ッ
ト
語

族

、

タ
イ

・

カ
ダ

イ
語

族

、

オ

ー

ス

ト

ロ
ネ

シ

ア
語

族

(南
島
語
族
)、

オ

ー

ス

ト

ロ
ア
ジ

ア
語

族

(南

ア
ジ

ア
語
族
)
な

ど

に
属
す

る
諸

民

族
が

あ

げ

ら

れ

る
。



233

腰
機
の
分
布
は
、
以
上
の
よ
う
な
広
範
な
地
域
に
わ
た

っ
て
お
り
、
幾
多
の
民
族
の
も
と
で
使
用
さ
れ
て
き
た
腰
機

の
う
ち
に
は
、
さ

ま
ざ

ま
な
型
式
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
う
ち
で
、
わ
が
国
の
地
機
と
同
様
の
招
木
装
置
を
備
え
た
足
引
き
式
、
あ
る
い
は
、
そ
の
類

型
で
あ
る
足
踏
み
式
の
輪
状
綜
続
に
よ

っ
て
、
経
糸
の
開

口
を
行
う
型
式
の
腰
機
は
、
最
も
生
産
性
の
高
い
構
造
と
機
能
を
備
え
た
腰
機

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
型
式
の
腰
機
は
、
日
本
と
朝
鮮
、
な
ら
び
に
、
シ
ナ

・
チ
ベ

ッ
ト
語
族

や
タ
イ

・
カ
ダ
イ
語
族
に
属
す
る
民
族
の
も
と
で
、
使
用
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

一
方
、
前
記
の
よ
う
な
腰
機
に
た
い
し
て
、
カ
ッ
ペ
タ
織
機
の
よ
う
に
手
動
式
の
輪
状
綜
続
に
よ

っ
て
経
糸
の
開
口
を
行
う
腰
機
が
あ

る
。

こ
の
よ
う
な
腰
機
は
、
八
丈
島
の
場
合
に
お
い
て
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
地
機
以
前
の
腰
機
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、

せきさいさん ちよはい き リ　

233・234石 塞 山出土の貯貝器と黎族の機織 り 貯貝器上

部を飾る群像の うちには,輪 状整経されているとみられる

経糸を両足と腰で保持する型式の腰機を使用 した,複 数の
かいなんとう

機織 り女の像が認め られ る(233)。 中国海南島に住む黎族

のもとでは,輪 状整経 された経糸を両足 と腰で保持す る型

式の腰機が使用されている(234)。233:雲 南省博物館蔵

234

そ
の
分
布
は
き
わ
め
て
広

範
な
地
域
に
わ
た

っ
て
い

る
。
た
だ
し
、
朝
鮮
民
族

と
漢
民
族
の
も
と
で
は
、

か
つ
て

こ
の
よ
う
な
腰
機

が
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と

は
ま
ち
が

い
な
い
と
考
え

ら
れ
る
が
、
こ
れ
ま
で
に

そ
の
存
在
は
確
認
さ
れ
て

お
ら
ず

、
わ
が
国
に
お
い

て
も
、
本
土
で
の
使
用
例

は
知
ら
れ
て
い
な
い
。

な
お
、
手
動
式
の
輪
状
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綜
続

を
備
え
た
腰
機
の
う
ち
に
は
、
経
糸
の
整
経
方
式
や
保
持
方
式
の
異
な
る
さ
ま
ざ
ま
な
型
式
が
あ
り
、
と
く
に
オ
ー
ス
ト
ロ
ネ
シ
ア

*
70

語
族

の
う
ち
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
居
住
す
る
諸
民
族
の
も
と
で
は
、
こ
れ
ま
で
に
、
経
糸
の
整
経
方
式
が
、
輪
状
整
経

か
ら
平
整
経
に
移

*

71

行
し
た
例
と
、
輪
状
整
経
か
ら
擬
似
輪
状
整
経
を
経
て
平
整
経

へ
と
移
行
し
た
例
が
、
明
ら
か
に
な

っ
て
い
る
。
ま
た
、
経
糸
の
保
持
方

式
は
、
い
ず
れ
も
腰
当
て
を
使
用
し
た
可
動
式
の
保
持
方
式
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
先
端
棒
と
手
元
棒
に
整
経
さ
れ
た
経
糸
を
、
織
り
手

が
自

ら
の
両
足
と
腰
で
支
え
る
方
式
か
ら
、
先
端
棒
保
持
具
と
腰
で
支
え
る
方
式
に
移
行
し
、
さ
ら
に
、
経
巻
具
と
布
巻
具
に
整
経
さ
れ

*
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た
経
糸

を
、
経
巻
保
持
具
と
腰
で
支
え
る
方
式

へ
と
移
行
し
た
こ
と
が
、
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な

っ
て
い
る
。

し
た
が

っ
て
、
手
動
式
の
輪
状
綜
続
を
備
え
た
腰
機
と
し
て
最
も
古
い
と
考
え
ら
れ
る
型
式
は
、
先
端
棒
と
手
元
棒

に
輪
状
整
経
さ
れ

た
経
糸

を
、
織
り
手
が
腰
当
て
な
ど
の
経
糸
保
持
具
を
介
し
て
、
自
ら
の
両
足
と
腰
で
支
え
る
と
い
う
型
式
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

*
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か
い
な
ん
と
う

リ
ー

そ

し

て

、

こ

の
よ

う

な
型

式

の
腰

機

は
、

台

湾

の

ア

タ

ヤ

ル
、

パ
イ

ワ

ン
、

ル

カ
イ

な

ど

の
諸

族

、

中

国

海

南

島

の
黎

族

、

ベ

ト

ナ

ム

*
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*
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*
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の
ス
テ
ィ
エ
ン
族
、
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
の
フ
ァ
イ
ス
島
民
、
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
の
ソ
ベ
イ
族
な
ど
の
諸
民
族
の
間
で
使
用
さ
れ
て
き
た
こ
と
が

知
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
と
同
様
の
腰
機
を
使
用
し
た
機
織
り
姿
を
模
し
た
と
み
ら
れ
る
考
古
資
料
と
し
て
は
、
中
国
雲
南
省

せ
き
さ
い
ざ
ん

ち
よ
ぱ
い

石
塞

山
か
ら
出
土
し
た
青
銅
製
貯
貝
器
の
上
部
を
飾
る
、
複
数
の
機
織
り
女
の
像
が
知
ら
れ
て
い
る

(四
六
一二
ぺ
ー
ジ
図
鵬
参
照
)。

カ

ッ
ペ
タ
織
機
と

綾

帯

機

の
類

型

経
糸

の
上
下
に
複
数
の
手
動
式
の
輪
状
綜
続
を
備
え
た
カ
ッ
ペ
タ
織
機
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
他
に
類

*
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例
を
み
な

い
構
造
を
も

っ
た
腰
機
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
腰
機
の
開
口
具
の
基
本
構
成
型
式
は
、

一
枚
の
輪

464
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状
綜
続

と

一
本
の
開
口
保
持
具
で
構
成
さ
れ
る
単
式
輪
状
綜
続
型
で
あ
り
、
こ
の
腰
機
の
基
本
構
成
部
品
に
は
、
開
口
具
と
し
て
、
前
記

の
よ
う
な

一
枚
の
輪
状
綜
続
と

一
本
の
開

口
保
持
具
、
経
糸
保
持
具
と
し
て
、
経
糸
保
持
棒
、
布
巻
具
、
腰
当
て
が
あ
り
、
さ
ら
に
、
緯

入
具
と
緯
打
具
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
基
本
構
成
部
品
を
備
え
た
カ
ッ
ペ
タ
織
機
と
同
様
の
類
型
機
と
し
て
は
、
新
島

*
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い

*
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 と
式
根
島
の
真
田
織
機
と
、
ア
イ
ヌ
の
ア
ツ
シ
織
機
な
ら
び
に
、
中
国
の
郵
族
の
も
と
で
使
用
さ
れ
て
き
た
腰
機
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

一
方
、
カ
ッ
ペ
タ
織
機
と
と
も
に
、
か
つ
て
八
丈
島
で
使
用
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
綾
帯
機

の
開

口
具
は
、
『諸
職
業
図
』
な
ど
に

よ

っ
て
、
手
動
式
の
輪
状
綜
続
が
三
枚
と
開

口
保
持
具
が

一
枚
で
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
の
基
本
構
成
型
式
は
、



①0

輪状 整経 され た経 糸 を腰 と足で

保 持す る7H1式

擬似輪状整経された経糸を腰 と
先端棒保持具で保持する型式

②④

輪状 整経 された経 糸 を腰 と先端
棒保 持 具で 保持す る型 式

平整経 された経糸を腰と経巻
保持具で保持する型式

a=腰 当てb=手 元棒c二 布 巻具d=籏e=緯 打 具(刀1')f=輪 状 綜続g二 開U保 持 具

h=f十 糸 中継 棒i=先 端 棒1=経 巻 具k=先 端棒 保 持 具1=ffi_巻 保 持 具

235イ ン ドネシアの腰機の基本構造 イ ンドネシアで伝統的に使用 されて きた輪状綜続を備

えた腰機は,5型 式に分類される。 ここには,そ れらの うちから4種 類の型式を提示 した。な
おさ

お,い まひ とつの型式の基本構造は,④ の腰機か ら箴を とりのぞいた ものとなる。

カ
ッ
ペ
タ
織
機
と
同
様
、

一
枚
の
輪
状
綜

続
と

一
本
の
開

口
保
持
具
で
構
成
さ
れ
る

単
式
輪
状
綜
続
型
で
あ

る
。
ま
た
、
腰
機

の
基
本
構
造
も
カ

ッ
ペ
タ
織
機
と
ほ
ぼ
共

通
し
て
い
る
が
、
唯

一
の
違
い
と
し
て
は
、

綾
帯
機
が
経
巻
具
を
備
え
て
い
る
の
に
た

い
し
て
、
カ

ッ
ペ
タ
織
機
に
は
、
経
巻
具

が
な
く
、
そ
の
代
わ
り
に
、
経
糸
保
持
棒

が
使
用
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
あ
げ

ら
れ
る
。

し
た
が

っ
て
、
綾
帯
機
の
基
本
構
成
部

品
は
、
開
口
具
と
し
て
、

一
枚
の
輪
状
綜

続
と

一
枚
の
開
口
保
持
具
、
経
糸
保
持
具

と
し
て
、
経
巻
具
、
布
巻
具
、
腰
当
て
が

あ
り
、
さ
ら
に
、
緯
入
具
と
緯
打
具
が
あ

る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
基
本
構
成
部

品
を
備
え
た
綾
帯
機
と
同
様
の
類
型
機
は
、

わ
が
国
で
は
、
新
島
や

式
根
島

の
真

田

*
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織
機
と
沖
縄
の
石
川
市

伊
波
の
メ
ン
サ
ー

織
機
が
あ
り
、
日
本
以
外
の
地
域
で
は
、

465



236

237

236・237ア イヌのアツシ織機 と新島の真田

織機 新島の経糸を柱に結びつけた真田織機

(237)の基本構造 は,八 丈 島の カッペタ織機

と共通す る。 アイヌのアツシ織機(236)の 基

本構造は,経 巻具を備えてお らず,新 島の真

田織機と同様,カ ッペタ織機の基本構造と共
え ぞ

通 してい る。236は 谷元 旦 『蝦 夷 風 俗 図式 』

の図。236:大 塚和義蔵 ・提供

X66

こ
れ

ま

で

に
、

オ

ー

ス

ト

ロ
ネ

シ

ア
語

族

の
う

ち

に
属
す

ミ

ナ

ン

カ
バ

ウ

人

、

ジ

ャ

ワ
人

、

バ

リ

人
、

ブ

ギ

ス
人

を

は
じ

め
と

す

る

イ

ン
ド

ネ

シ

ア

の
三

五

民

族

の
も

と

で
使

用

さ

れ

て
き

た

腰
機

*
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 か
確
認
さ
れ
て
い
る
。

弥
生
機
の
型
式

わ
が
国
で
使
用
さ
れ
て
き
た
現
存
す
る
手
織
機
の
な
か
で
、
最
も
古

い
型

式
の
基
本
構
造
を
備
え
た
手
織
機
と
し
て
は
、
カ
ッ
ペ

タ
織
機
と
、
そ
の

類
型
機
で
あ
る
新
島
の
真
田
織
機
や
ア
イ
ヌ
の
ア
ツ
シ
織
機
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら

の
腰
機
と
地
機
と
の
中
間
段
階
の
基
本
構
造
を
備
え
た
手
織
機
と
し
て
は
、
綾
帯
機
と
そ
の
類
型

機
で
あ
る
新
島
や
式
根
島
の
真
田
織
機
、
な
ら
び
に
石
川
市
の
メ
ン
サ
ー
織
機
が
あ
げ
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
腰
機
は
い
ず
れ
も
、
日
本
本
土
以
外
で
使
用
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
本
土
に
お
い
て
は
、
地
機
以
前

の
手
織
機
の
型
式
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
具
体
的
な
資
料
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
そ
う
し
た
な

か
に
あ

っ
て
、
弥



A唐 占遺跡(奈 良県磯城郡)出 一i

生
時
代

の
織
機
の
構
成
部
品
と
み
ら
れ
る
考
古
資
料
が
少
な
か
ら
ず
出
土
し
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
に
、
そ
れ
ら
の
考
古
資
料
と
、
現
存
す

や

よ

い

る
カ

ッ
ペ
タ
織
機
や
ア
ツ
シ
織
機
と
の
比
較
に
基
づ
い
て
、
通
称

「弥
生
機
」
と
呼
ば
れ
る
型
式
の
腰
機
が
、
日
本
の
原
始
機
と
し
て
提

*
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起
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
弥
生
機
の
基
本
構
造
は
、
開

口
具
が
手
動
式
の
単
式
輪
状
綜
続
型
で
、
経
糸
の
整
経
方
式
が
平
整
経
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
型
式
の
腰
機
の
基
本
構
成
部
品
と
し
て
は
、
開
口
具
と
し
て
、
輪
状
綜
続
が

一
枚
と
開

口
保
持
具
が

一
本
、
経
糸
保
持
具
と
し
て
、

経
巻

具
、
布
巻
具
、
腰
当
て
が
あ
り
、
さ
ら
に
、
緯
入
具
と
緯
打
具
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
に
弥
生
時
代
の
遺
跡
か
ら
出

*
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土
し
て
い
る
考
古
資
料
の
う
ち
で
は
、
経
巻
具
と
布
巻
具
、
緯
打
具
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

と

う

か
ら

こ

し

き

こ
れ

ら

の
う

ち
、

緯

打

具

と

し

て

は
、

と

く

に
刀

将

と

し

て

特

定

さ

れ

て

い
る

資

料

が

、

登

呂

(静
岡
市
)
、

唐

古

(奈

良
県
磯
城

郡
)
、

B唐 占遺跡(奈 良県磯城郡)出L

C登 呂∫貴跡(肖纂1珂県F静i茜1市)出寸:

D安 満遺跡(大阪府高槻市)出 土

E登 呂遺跡(静 岡 県静 岡rf∫)出土

F瓜 生堂遺跡(大 阪府東大阪市)出 ヒ

G納 所遺跡(三 重県津市)出一ヒ

238弥 生 時代 の遺 跡 か ら出土 した 弥 生機 の構 成 部 品

これ まで,Aは 経巻 具,B～Dは 緯 打具(刀 仔),E～

Gは 布巻 具 と考 え られて きた 。 しか し,Aを 経巻 具,

E～Gを 布巻 具 と特 定す る こ とは不 可能 であ り,Aと

E～Gの 出土 品 につ いて は,す べ て経 糸 保持 具 と して

位 置づ け て お くこ とが 妥 当で あ る。(角 山幸洋,*83

よ り)

あ

ま

安
満

(大
阪
府
高
槻
市
)
を
は

じ
め
と
す
る
遺
跡
か
ら
出
土
し

*
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て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
イ
ン
ド

ネ

シ
ア
を
は
じ
め
と
す
る
東
南

と

う
ド
し

よ

ア
ジ
ア
島
唄
部
に
お
い
て
使
用

さ
れ
て
き
た
も

の
と
類
似
し
た

形
状
が
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
か

ら
、
い
ず
れ
も
、
刀
仔
と
し
て

特
定
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
異
論

は
な
い
。

一
方
、
経
巻
具
や
布
巻
具
と

し
て
特
定
さ
れ
て
い
る
資
料
は
、

467



う
り

う

ど
う

の
う

そ

*
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唐
古
、
登
呂
、
瓜
生
堂

(東
大
阪
市
)、
納
所

(三
重
県
津
市
)
な
ど
の
遺
跡
か
ら
出
土
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
が
、

い
ず
れ
も
経
巻
具
や

布
巻

具
と
し
て
特
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
同
時

に
、
弥
生
機
の
経
糸
の
整
経
方
式
が
平
整
経
と
し
て
特
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

も
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
カ
ッ
ペ
タ
織
機
、
ア
ツ
シ
織
機
、
真
田
織
機
、

メ
ン
サ
i
織
機
、
地
機
な
ど
の
日
本
の
腰
機

の
整

経
方
式
が
、
い
ず
れ
も
平
整
経
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
弥
生
機
の
整
経
方
式
に
つ
い
て
も
、
そ
の
延
長
線
上
に
お
か
れ
、
短
絡
的
に
平

整
経

と
考
え
ら
れ
て
き
た
も
の
と
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

経
糸
を
保
持
す
る
た
め
の
手
織
機
の
基
本
構
成
部
品
、
す
な
わ
ち
、
経
糸
保
持
具
の
う
ち
に
は
、
経
巻
具
や
布
巻
具

の
よ
う
に
、
経
糸

や
織
ら
れ
た
布
の
巻
き
取
り
機
能
を
備
え
た
部
品
以
外

に
、
巻
き
取
り
機
能
の
な

い
経
糸
保
持
具
も
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
経
糸

*
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保
持
具
は
、
経
糸
の
整
経
方
式
が
平
整
経
以
外
の
場
合
、
す
な
わ
ち
輪
状
整
経
、
擬
似
輪
状
整
経
、
結
節
輪
状
整
経
で
あ
る
場
合
に
は
、

経
巻
具
や
布
巻
具
に
代
わ
る
も

の
と
し
て
、
必
然
的

に
手
織
機

の
基
本
構
成
部
品
の
う
ち
に
備
わ

っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
弥
生
機
の
経
糸
保
持
具
の
経
巻
き
機
能
や
布
巻
き
機
能
の
有
無
や
整
経
方
式
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
出
土
し
て
い
る
弥

生
時

代
の
考
古
資
料
か
ら
判
断
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

ま
た
、
わ
が
国
で
布
を
織
る
た
め
に
使
用
さ
れ
て
き
た
手
織
機
の
整
経
方
式
は
、
平
整
経
以
外
に
は
知
ら
れ
て
い
な

い
。
た
だ
し
、
台

湾
、

ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
、
東
南
ア
ジ
ア
な
ど
、
日
本

の
周
辺
地
域

に
居
住
す
る
諸
民
族
を
は
じ
め
と
す
る
数
多
く
の
民
族

の
も
と
で
使
用
さ

れ
て
き
た
手
織
機
の
う
ち
、
と
く
に
手
動
式

の
輪
状
綜
続
を
備
え
た
腰
機
で
は
、
平
整
経
と
と
も
に
、
輪
状
整
経
や
擬
似
輪
状
整
経
な
ど

の
整

経
方
式
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

し
た
が

っ
て
、
こ
れ
ま
で
に
提
起
さ
れ
て
き
た
弥
生
機
の
型
式
は
、
開

口
具
が
単
式
輪
状
綜
続
型
の
腰
機
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

基
本
的
に
異
論
は
な
い
が
、
そ
の
整
経
方
式

に
つ
い
て
は
、
か
な
ら
ず
し
も
平
整
経
に
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
輪
状
整
経
や
擬
似
輪

*
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状
整

経
で
あ

っ
た
可
能
性
も
、
無
視
す
べ
き
で
は
な

い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
弥
生
機
の
整
経
方
式
を
特
定
で
き
な

い
現
状
で
は
、
こ

れ
ま
で
に
経
巻
具
や
布
巻
具
と
さ
れ
て
き
た
弥
生
機
の
出
土
資
料
に
つ
い
て
も
、
経
糸
や
布
の
巻
き
取
り
機
能
の
有
無
に
か
か
わ
り
な
く
、

経
糸
保
持
具
と
し
て
位
置
づ
け
て
お
く
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
い
え
る
。

.:



八丈島の絹織物と手織機

機
織
り
文
化
の

起

源

と

伝

播

わ
が
国
の
機
織
り
文
化
は
、
こ
れ
ま
で
の
考
古
学
の
成
果

に
よ

っ
て
、
縄
文
晩
期
か
ら
弥
生
時
代
に
か
け
て
始
ま

っ
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
始
源
の
段
階
に
使
用
さ
れ
て
い
た
手
織
機
と
し
て
は
、
さ
き

の
弥
生
機
が
提
起

さ
れ

て
い
る
。

こ
の
弥
生
機
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
現
状
で
は
、
整
経
方
式
を
特
定
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、

開

口
具
の
基
本
構
成
型
式
が
単
式
輪
状
綜
続
型
で
あ
り
、
現
存
す
る
カ
ッ
ペ
タ
織
機
や
、
そ
の
類
型
機
と
同
様
の
基
本
構
造
、
あ
る
い
は
、

そ
れ
ら
の
祖
型
と
い
え
る
基
本
構
造
を
備
え
た
型
式
の
腰
機
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
ま
ち
が

い
な

い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

し
た
が

っ
て
、
弥
生
機
の
基
本
構
造
と
、
カ
ッ
ペ
タ
織
機
や
そ
の
類
型
機

の
基
本
構
造
と
が
異
な
る
も
の
で
あ

っ
た
場
合
に
は
、
わ
が

国
の
手
織
機
は
歴
史
的
に
、
弥
生
機
か
ら
、
カ
ッ
ペ
タ
織
機
や
そ
の
類
型
機
な
ど
と
同
様
の
基
本
構
造
を
備
え
た
腰
機

に
移
行
し
、
そ
の

腰
機
が
、
綾
帯
機
や
そ
の
類
型
機
と
同
様
の
基
本
構
造
を
備
え
た
腰
機

へ
と
移
行
し
た
の
ち
に
、
地
機
、
そ
し
て
さ
ら

に
は
高
機

へ
と
移

行
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
弥
生
機
と
カ
ッ
ペ
タ
織
機
や
そ
の
類
型
機
な
ど
の
基
本
構
造
が
同
じ
で
あ

っ
た
場
合
に
は
、
わ
が

国
の
手
織
機
は
、
弥
生
機
か
ら
、
綾
帯
機
や
そ
の
類
型
機
と
同
様
の
基
本
構
造
を
備
え
た
腰
機
に
移
行
し
、
さ
ら
に
、
地
機
、
高
機

へ
と

*
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段
階
的
に
移
行
し
て
い

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
腰
機
や
高
機
の
広
範
な
分
布
と
、
そ
れ
ら
の
地
域
的
な
連
続
性
を
考
え
る
な
ら
ば
、
弥
生
機
に
始
ま
る
手
織
機
の
型
式
が
、

わ
が
国
で
そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
成
立
し
た
腰
機
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
は
、
ま
ず
考
え
ら
れ
な

い
。
し
た
が

っ
て
、
わ
が
国
の
機
織
り
文
化

は
、
弥
生
機
に
よ
る
機
織
り
技
術
を
携
え
て
き
た
渡
来
人
に
よ

っ
て
始
ま
り
、
そ
の
後
さ
ら
に
、
よ
り
生
産
性
の
高
い
腰
機
や
高
機
が
順

次
移

入
さ
れ
て
き
た
と
考
え
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
手
織
機
の
う
ち
、
地
機
と
高
機
に
つ
い
て
は
、
東
ア
ジ
ア

や
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
類
型
機
の
分
布
か
ら
、
い
ず
れ
も
大
陸
か
ら
移
入
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
地
機
も
ま
た
高
機
と
同
様
に
中
国
で

で
ん
ば

成
立

し
た
手
織
機
の
型
式
と
推
察
さ
れ
る
。
な
お
、
地
機

の
伝
播
経
路

に
つ
い
て
は
、
中
国
か
ら
の
直
接
の
伝
播
と
、
中
国
か
ら
朝
鮮
半

島
を
経
由
し
た
伝
播
が
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
高
機

の
伝
播
経
路

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
朝
鮮
半
島
で
の
近
世
以
前
に
お
け
る
高

機
の
存
在
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
中
国
か
ら
直
接
伝
播
し
た
可
能
性
が
高

い
と
考
え
ら
れ
る
。
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さ

て
、
そ
れ
で
は
、
弥
生
機
を
は
じ
め
と
す
る
地
機
以
前
の
腰
機
は
、

い
ず
こ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う

か
。
こ
の
点
に
つ

い
て
は
、
弥
生
機
の
型
式
が
特
定
で
き
な
い
こ
と
も
あ

っ
て
、

い
ま
だ
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
東
ア
ジ
ア
や
東
南
ア
ジ
ア
に
腰
機
が
集

中
的

に
分
布
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
地
域
に
お
い
て
、
腰
機
の
段
階
的
な
発
展
経
過
を
う
か
が
う
こ
と
の
で
き
る
多
様
な
型
式
の
腰
機
が

存
在

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
の
腰
機
が
共
通
の
起
源
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
す
で
に
述
べ
た
よ

う
に
、
輪
状
整
経
さ
れ
た
経
糸
を
織
り
手
が
腰
当
て
な
ど
の
経
糸
保
持
具
を
介
し
て
、
自
ら
の
両
足
と
腰
で
支
え
る
と
い
う
構
造
を
備
え

た
最
も
古

い
型
式
の
腰
機
が
、
台
湾
、
海
南
島
、
ベ
ト
ナ
ム
、
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
こ
の
型

式
の
腰
機
に
関
係
す
る
考
古
資
料
が
石
塞
山
か
ら
出
土
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
漢
代
画
像
石
に
表
さ
れ
て
い
る
手
織
機
の
構
造
か

*
90

ら
、
中
国
で
は
、
漢
代
、
あ
る

い
は
漢
代
以
前
に
、
す
で
に
地
機
と
共
通
す
る
型
式
の
腰
機
が
存
在
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
な
ど
を

考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
東
ア
ジ
ア
と
東
南
ア
ジ
ア
の
機
織
り
文
化
の
起
源
地
は
、
中
国
も
し
く
は
、
雲
南
と
そ
の
周
辺
地
域
、
す
な
わ

と
う

あ

は
ん
げ

つ

こ

ち
、
照
葉
樹
林
文
化
の
起
源
地
と
し
て
提
起
さ
れ
て
い
る
東
亜
半
月
弧
あ
た
り
が
想
定
さ
れ
る
。

ま
た
、
こ
う
し
た
大
陸
部
を
起
源
地
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
機
織
り
文
化
が
、
わ
が
国
に
伝
播
し
た
経
路
と
し
て
は
、
大
陸
部
か
ら
直

接
、
た
と
え
ば
江
南
あ
た
り
か
ら
伝
播
し
た
経
路
と
、
朝
鮮
半
島
を
経
由
し
て
伝
播
し
た
経
路
、
さ
ら
に
は
東
亜
半
月
弧
あ
た
り
か
ら
南

方
に
展
開
し
た
機
織
り
文
化
が
、
東
南
ア
ジ
ア
の
島
喚
部
や
台
湾
な
ど
を
経
由
し
て
島
伝
い
に
伝
播
し
た
経
路
な
ど
が
想
定
さ
れ
る
。
そ

し
て
、
日
本

の
機
織
り
文
化
が
南
方
か
ら
島
伝
い
に
伝
播
し
た
の
で
あ
れ
ぽ
、
最
も
古
い
型
式
の
腰
機
が
台
湾
に
残
存

し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
わ
が
国
に
も
た
ら
さ
れ
た
弥
生
機
の
型
式
も
、
お
そ
ら
く
、
そ
れ
ら
と
同
様
に
、
輪
状
整
経
さ
れ
た
経
糸
を
織
り
手
が
腰
当
て
な
ど

の
経
糸
保
持
具
を
介
し
て
、
自
ら
の
両
足
と
腰
で
支
え
る
と
い
う
構
造
を
備
え
た
も
の
で
あ

っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

一
方
、
日
本
の
機
織

り
文

化
が
大
陸
部
か
ら
直
接
、
あ
る
い
は
朝
鮮
半
島
を
経
由
し
て
伝
播
し
た
の
で
あ
れ
ぽ
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
中
国
で
は
、
漢
代
、

あ
る

い
は
漢
代
以
前
に
、
地
機
と
共
通
す
る
型
式
の
腰
機
が
存
在
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
や
、
わ
が
国
に
お
け
る
機
織
り
文
化
の
始

源
の
年
代
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
弥
生
機
は
、
前
記
の
最
も
古
い
型
式
の
腰
機
よ
り
も
さ
ら
に
発
展
し
た
型
式
の
腰
機
、
た
と
え
ば
、
カ

ッ
ペ
タ
織
機
や
そ
の
類
型
機
と
共
通
す
る
基
本
構
造
を
備
え
た
腰
機
で
あ

っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
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八丈島の絹織物と手織機

《
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用

・
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文
献
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び
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1

『
染
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典
』
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改
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増
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版
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、
日
本
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物
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年
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享
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ジ
。
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誌
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育
委
員
会
、

一
九
七
八
年
、
三

一
五
-

三

一
六
ペ
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ジ
。

*
13

合
糸
織

の
名
称

の
由
来

に
つ
い
て
は
さ
だ
か
で
は
な

い
が
、
縞
織

物
は
異
な

っ
た
色

に
染

め
ら
れ

た
経
糸
や
緯
糸
を
取
り
合
わ

せ
な
が
ら
織
ら

れ

る
と

こ
ろ
か
ら
、
合
糸
織
と

い
う
名
称
が
縞
織
物

の
代
名
詞
と
し
て
用

い
ら
れ

る
よ
う
に
な

っ
た
も

の
と
推
察
さ
れ

る
。

*
14

丹
後
縞

や
丹
後
織
、
あ

る
い
は
後
述
す

る
綾
丹
後
な
ど

の
よ
う

に
、

八
丈
島
の
絹
織

物
の
う
ち
に

「
丹
後
」

の
名
称
が
認

め
ら
れ

る
こ
と

に

つ

ち
り
め
ん

い
て
は
、

一
般
的

に
は
、
京
都
府
丹
後
地
方

で
享
保

(
一
七

一
六

ー
三
六
)

の
こ
ろ
か
ら
織

ら
れ
て
き

た
丹
後
縮
緬

と
の
関
連
が
考
え
ら
れ

る
も

の
の
、
そ
の
由
来

に

つ
い
て
は
ま

っ
た
く
不
明

で
あ
る
。
た
だ
し
、
な
ん
ら

の
根
拠
も
な
く
、
今

日
で
は
確
認
す

る
こ
と
も
不

可
能
と

み
ら
れ

る

が
、
丹
後
縞

、
丹
後
織
、
綾
丹
後
な
ど
が
、
上
納
反
物
で
あ

っ
た
合
糸
織
よ
り
も
薄
地
の
絹
織
物

で
あ

っ
た
と
す

る
な
ら
ば
、
丹
後
縮
緬
が
薄
地
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の
絹

織

物

で
あ

る

こ
と

に

よ

っ
て
有

名

で
あ

っ
た

こ
と

か
ら

、

丹

後

縮

緬

と

同

様

に
薄

地

で
あ

る

こ
と

に

よ

っ
て

、

「丹

後

」

の

名

称

を

転

用

し

た

と
考

え

る

こ

と
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で
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る
。
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。
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)
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富
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、
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八
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ー
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。

*
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多
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信
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遊
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』
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、
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カ
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ペ
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述

し
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い

る
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、
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び
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ら
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緯
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呼
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。
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右
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。
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庫

)
、

角

川

書

店

、

一
九

六
六

年

、

一
六

八
ぺ

L

シ
。

*
30

「
掟
書

」
寛

政

九

年

(
一
七
九

七

)

(近

藤

富

蔵

『
八
丈

実

記

』

第

一
巻

、

前

掲

*
6
、

四

四

四

ペ

ー

ジ

)
。
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*
31

同

右

。

*
32

荒

関

哲

嗣

『黄

八
丈
1

そ

の
歴

史

と

製

法
ー

』
、
翠

楊

社

、

一
九

七

八
年

、

一
六
ー

一
八

ペ

ー

ジ
。

*
33

機
織
り

の
さ

い
に
、
緯
入
具

に
よ

っ
て
経
糸

の
問

に
通
さ
れ
た
緯
糸

を
打

ち
込
む

た
め
の
構
成
部
品
。

*
34

「
カ

ッ
ペ
タ
織
」
を
織
る
た
め

に
使
用
さ
れ
て
き
た
手
織
機

に
は
、
と
く

に
現

地
名
が
な

い
と

こ
ろ

か
ら
、

本
文
中

で
は

「
カ

ッ
ペ
タ
織
機
」

の
名
称
を
使
用

し
た
。

*
35

こ
れ
ま

で
に
、

「半
綜
続
」

「片
綜
続
」

「垂
環
綜
続
」
な
ど

の
名
称
で
呼
ば

れ
て
き

た
構
成
部

品
で
あ

り
、

開

口
具

の
う
ち

に
包
括

さ
れ

る
。

輪
状
綜
続

で
は
、
糸

で

つ
く
ら
れ

た
綜
続
糸

の
輪

の
な

か
に
、
奇
数
列
、
あ
る

い
は
偶
数
列
と

い
う
よ
う
な
特
定

の
経
糸
が
、
通
常
、

一
本
ず

つ

通
さ
れ
て

い
る
。

*
36

新
島

で
は
前

田

フ
ク
、
小
川

ノ
ブ
、
森

カ
ツ
、
式
根
島

で
は
百
井

ハ
ル
に
よ

っ
て
、
第

二
次
世
界
大
戦

前
ま
で
、
経
糸

の
上
下

に
複
数

の
輪
状

綜
続
を
備
え
た
カ

ッ
ペ
タ
織
機

と
同
様

の
真

田
織
機
を
使
用

し
て
、
経
畝

二
重
組
織

の
サ
ナ
ダ
オ
ビ
や

サ
ナ
ダ

ヒ
モ
な
ど
が
織

ら
れ
て

い
た
。
新

島
や
式
根
島
で
は
、
今

で
も
真

田
織
機

に
よ

っ
て
、

サ
ナ
ダ

オ
ビ
や

サ
ナ
ダ

ヒ
モ
が
織
ら
れ
て

い
る
が
、

こ
れ
ら
は
、

い
ず
れ
も

経
畝
組
織

の
織

物

で
あ
り
、
経
畝

二
重

組
織

の
機
織

り
技

術
は
も

は
や
認

め
ら
れ
な

い
。
な

お
、
新
島
や
式
根
島
で

は
、
経
畝
組
織

の
サ
ナ
ダ

オ
ビ
や
サ

ナ
ダ

ヒ

モ
を
織
る
た

め
に
、

二
種
類

の
型
式

の
真
田
織

機
が
使
用

さ
れ

て
き

た
。

そ
の
う

ち
の
ひ
と

つ
は
、

カ

ッ
ペ
タ
織
機
と
同
様
、
経
巻
具
が
な
く
、

経
糸
が
柱

に
結
ば
れ

て
い
る
型
式
で
あ
り
、

い
ま
ひ
と

つ
は
、
経
巻
具

を
備

え
て
い
る
型
式

で
あ
る
。
現
在
、
新
島
で
は

こ
れ
ら

二
種
類

の
真
田

織
機
が
使
用
さ
れ

て
い
る
が
、
式
根
島

で
は
経
巻
具
を
備
え
た
型
式
の
真
田
織
機

の
み
が
使
用

さ
れ

て
い
る
。

*
37

「帯
織
」

の
別
称
。
貢
絹

に
さ

い
し

て
、
帯
織

一
反
が
上
平
紬

(黄
紬
)
八
反
分

の
価
値

に
相
当

し
て
い
た
こ
と

に
由
来
す
る
。

*
38

『伊
豆
海
島
風
土
記
』

天
明

二
年

(
一
七

八
二
)
ご
ろ
刊

(樋

口
秀

雄
校
訂

『伊

豆
海
島
風

土
記
』
、
緑
地
社
、

一
九
七
四
年
、

一
五
ペ
ー
ジ
)
。

*
39

近
藤
富
蔵

『
八
丈
実
記
』
第

一
巻
、
前
掲
*
6
、
五

二
ニ
ペ
ー
ジ
。

*
40

織
り
手
が
腰

に
当
て
、

そ
の
両
端

に
繋
が
れ

た
布
巻
具
を
介
し
て
、
経
糸
を
保
持
す
る
た
め
に
使

用
さ
れ
る
。

腰
機

の
経
糸
保
持
具

に
特
有

の

構
成
部
品
で
あ
り
、
経
糸

保
持
具

の
う
ち
に
包
括
さ
れ

る
。

*
41

八
丈
島
で
は
、
布
を
織

る
た
め
の
手
織
機
以
外

に
、
莚
や
草
鮭
を
織

る
た
め
の
莚
機
や
草
鮭
台
な
ど

の
手
織
機
も
使

用
さ
れ
て
き

た
。

ち

ま
き

*
42

千
巻

(榎
)

に
同
じ
。
経
糸

を
保
持
す

る
と
と
も

に
、
織
ら
れ

た
布
を
巻
き
取

っ
て
お
く
た
め

の
機
能
を
有
し
て
お
り
、
経
糸
保
持
具

の
う
ち

に
包
括
さ
れ
る
構
成
部
品

の
ひ
と

つ
で
あ
る
。

*
43

中
筒

に
同
じ
。
奇
数
列
と
偶
数
列
と

い
う
よ
う
な
特
定

の
経
糸

の
間

に
設
置
さ
れ

て
お
り
、
経
糸
を
上
糸
と
下
糸

に
分
離
さ
せ
て
、

一
方
的
な
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開

口
部
を
形
成
す
る
た
め

の
構
成
部

品
。

開

口
具
の
う
ち
に
包
括

さ
れ

る
。

*
44

す
で

に
指
摘
し
た
よ
う

に
、
玉
置
び
ん
は
、
カ

ッ
ペ
タ
織
機

の
緯
打

具
を

「
カ

ッ
ペ
タ
」
と
呼

ん
で
い
た
が
、
沖
山
道

に
よ
る
と
、
緯
打
具
を

「
ヘ
ラ

」
と
呼
ぶ

こ
と
も
あ

っ
た
と

い
う
。
な
お
、
後
述
す

る
綾

帯
機

の
開

口
保
持

具
や
開

口
補
助

具
は
、

カ

ッ
ペ
タ
織
機

の
緯

打
具
と
基

本
的

に
同
じ
形
状
で
あ
る

こ
と
が
、
『
諸
職
業

図
』

に
よ

っ
て
明
ら
か
に
な

っ
て
お
り
、

こ
れ
ら

の
綾
帯
機

の
構
成
部
品

は
、

『
八
丈
実
記
』

の
綾
帯
機

の
図

の
添
え
書
き

に
よ

っ
て
、

い
ず
れ
も

ヘ
タ
と
呼
ば
れ
て

い
た
も

の
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ

ら
の
こ
と
か
ら
、

カ

ッ
ペ
タ
織
機

の
緯
打
具

や
、
緯
打
具
と
同
じ
形

の

ヘ
ラ
状

の
開

口
保
持
具
も
、

か
つ
て
は
、

ヘ
タ
と
呼
ぽ

れ
て

い
た
も

の
と
推
察

さ
れ

る
。

*
45

こ
れ
ら

の
開

口
保
持
具

は
、

い
ず
れ
も
両
端

に
小
さ
な
孔
が
あ
り
、
経
糸

の
間
か
ら
抜
け
落
ち
な

い
よ
う
に
紐
が

わ
た
さ
れ

て
い
る
。

*
46

織
機

の
構
成
部
品

で
あ

る
経
糸
保
持
具

に
た

い
す
る
経
糸

の
か
け
か
た
。
整
経
方
式
に
は
、
平
整

経
、
輪
状
整

経
、
擬
似
輪
状
整
経
、
結
節
輪

状
整
経

の
四
種
類
が
あ
る
。

こ
れ
ら

の
整
経
方
式

の
詳
細

に
つ
い
て
は
、
吉
本
忍

「
手
織

機

の
構
造

・
機

能
論
的

分
析

と
分
類
」

『国

立
民
族
学

博
物
館
研
究
報
告
』

一
二
巻

二
号
、

一
九

八
七
年
、
三

三
九
-

三
四

二
ペ
ー
ジ
、
を
参
照
さ
れ
た

い
。

*
47

経
巻
具

や
布
巻
具
あ

る
い
は
、
先
端
棒
と
手
元
棒
な
ど

の
経
糸
保
持
具

に
経
糸
が
平
面
的

に
か
け
ら
れ
て
お
り
、
織

り
あ
が

り
の
布

の
形
は
矩

型
を

呈
す

る
。

ち

き
り

お

ま
き

*
48

千
切

(縢
)
、
あ

る
い
は
緒
巻

に
同
じ
。
経
糸
を
保
持
し
、
巻
き
取

っ
て
お
く
た
め

の
構
成
部
品
で
、
経
糸
保
持

具
の
う
ち
に
包

括
さ
れ

る
。

*
49

機
織

り
の
さ

い
に
、
綜
続
や
開

口
保
持
具
な
ど

に
よ

っ
て
開

口
さ
れ
た
経
糸

の
開

口
部
を
さ
ら

に
拡
大
さ
せ
て
、
緯
糸

を
通
し
や
す

い
空
間

を

確
保
す

る
た
め

に
使

用
さ
れ

る
構
成
部
品
。

*
50

経
糸

を
均

等
な
間
隔
に
配
置

し
、
経
糸
同
士
が
絡

み
合
わ
な

い
よ
う

に
し
て
お
く
た

め
の
構
成
部
品
。

*
51

角

山
幸
洋

「
手
織
機

(地
機
)

の
東
西
差

産
業
史

の
立
場

か
ら
」

『民
具
が
語
る

日
本
文
化
』
、
河
出
書
房
新
社
、

一
九
八
九
年
、

一
二
〇
ペ

ー
ジ
。

*
52

近
藤
富
蔵

『
八
丈
実
記
』
第

一
巻
、
前
掲

*
6
、
五

二
二
ペ
ー
ジ
。

*
53

同
右
。

*
54

鶴
窓
帰
山

『
八
丈
の
寝

覚
草
』

弘
化

五
年

(
一
八
四
八
)
刊

(中

田
祝
夫
解
説

『
八
丈

の
寝
覚
草
』
、
勉
誠
社
、

↓
九

八
五
年
、

一
ニ

ペ
ー
ジ
)
。

*
55

「
合
糸
織
」

の
別
称
。

貢
絹
に
さ

い
し
て
、
「合
糸
織
」

一
反
が

「上
平
紬

(黄
紬
)
」
五
反
分

の
価
値

に
相
当
し
て

い
た

こ
と

に
由
来
す
る
。

*
56

生
絹
織

に
同
じ
。

*
57

『
伊
豆
海
島
風
土
記
』
、
前
掲

*
38
。
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*
58

刀
仔

に
類
似
し
た
緯
打
具

の
う
ち

に
筒

に
巻
か
れ
た
緯
糸
が
組

み
込
ま
れ

て
お
り
、
緯

入
具
と
緯
打
具
と

し
て
の
機
能
を
兼
備
し
た
構
成
部
品
。

*
59

角
山
幸
洋

「
日
本

の
織
機
」
『
服
装
文
化
』

一
四
八
号
、

一
九

七
五
年

、
八
ペ
ー
ジ
。

*
60

同
右
、

八
-
九
ペ
ー
ジ
。
伊
豆
諸
島

に
お
け
る
地
機
の
構

造
や
形
態

に

つ
い
て
は
、

こ
れ
ま

で
に
八
丈
島
以
外

で
は
大
島

で
確
認
し
て

い
る

の

み

で
あ
る
が
、
大
島

の
地
機
は
垂
直
型

の
機
台
を
備

え
て
お
り
、
東

日
本
型

の
地
機

に
分
類
さ
れ

る
。

*
61

小
寺
応
斎
、
前
掲
*
25
、
九
六
ペ
ー
ジ
。

*
62

近
藤
富
蔵

『
八
丈
実
記
』
第

一
巻
、
前
掲
*
6
、
五

二
二
ー

五
二
三
ぺ
ー
ジ
。

*
63

角
山
幸
洋
、
前
掲
*
59
、

一
ニ
ー

=

二
ペ
ー
ジ
。

*
64

秦
秀
雄

「黄

八
丈
考
」
『
手
織
物

考
』
、
五
月
書
房

、

↓
九
七
九
年
、

二

一
ぺ
ー
ジ
。

*
65

荒
関
哲
嗣
、
前
掲
*
32
、
五
⊥ハ
ペ
ー
ジ
。

*
66

角
山
幸
洋
、
前
掲
*
59
、

一
ニ
ペ
ー
ジ
。

*
67

同
右
、

一
五
ペ
ー
ジ
。

*
68

上
下

二
本

の
棒

に
か
け
ら
れ
て
連

な

っ
た
多
数

の
綜
続
糸

の
輪

の

一
つ

一
つ
が
、

二
本

の
棒

の
中
間
で
相
互

に
鎖
状

に
交
叉
し
て
番
目
を
構
成

し
て
お
り
、
奇
数
列
あ
る

い
は
偶
数

列
な
ど
の
特
定

の
経
糸

が
、
通
常
、

一
本
ず

つ
番

目

の
中

に
通
さ
れ

て

い
る
。

こ
れ
ま

で

に
は
、

一
般

に

「単
綜
続

」
と
呼
ば
れ
て
き
た
。

*
69

織
物

の
最
も
基
本
的
な
組

織
で
あ
る
平
織
組
織

の
織
物
を
製
織
す

る
さ

い
に
必
要
と
な
る
、
基
本
的
な
部
品

の
み
で
構
成
さ
れ
る
手
織
機
の
構

造
。

こ
の
よ
う
な
基
本
構
造
を
決
定
す

る
要
素

と
し
て
は
、
開

口
具

の
基
本
構
成
型
式
、
開

口
具

の
設
置
方
式
、
経
糸

の
保
持
方
式
、
経
糸
の
整

経
方
式
が
あ
げ
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
詳
細

に

つ
い
て
は
、
吉
本
忍
、
前
掲
*
46
、
三
三
〇
1

三

八
四
ペ
ー
ジ
、
を
参
照
さ
れ
た

い
。

*
70

経
糸
保
持
具
で
あ
る
先
端
棒
と
手
元
棒

に
経
糸
が

ラ

セ
ン
状

に
か
け
ら
れ

て
輪
状
を
呈
し

て
お
り
、
織
り
あ
が
り

の
布

の
形
も
輪
状

(筒
状
)

を
呈
す
る
。

*
71

経
糸
保
持
具
で
あ
る
先
端
棒
と
手
元
棒

と
経
糸
中
継
棒

に
経
糸
が

か
け
ら
れ

て
輪
状
を
呈
し

て
い
る
よ
う

に
み
え
る
が
、
実
際

に
は
、
経
糸
中

継
棒

に
か
け
ら
れ
た
経
糸
は
、
折

り
返
さ
れ
て
か
け
ら
れ

て
い
る
。

し
た
が

っ
て
、
織
り
あ
が
り

の
布

の
形
も
経
糸
中
継
棒
を
抜
ぎ

取
る
と
、
平

整
経
と
同
様
、
矩
型
を
呈
す

る
。

*
72

吉
本
忍

「イ

ン
ド
ネ

シ
ア
に
お
け
る
手
織
機

の
類
型
論
的
研
究
i

ω
型
式
と
分
布
ー

」

『国
立
民
族
学
博
物
館
研
究
報
告
』

一
五
巻

一
号
、

一
九

九

〇

年

、

一
〇

八
-

一
一
二
ペ

ー

ジ
。
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*
73

岡
村
吉
右
衛
門

『
日
本
原
始
織
物

の
研
究
』
、
文
化
出
版
局
、

一
九
七
七
年
、

一
九
四
-

二
〇
三
ペ
ー
ジ
。
住

田
イ

サ
、、、

一
ル
カ
イ

の
女
L

「・兄

と
の
す
』

二
三
号
、

一
九

八
四
年
、

六
九
-
七
九

ペ
ー
ジ
。

*
74

藤
木
高
嶺

「戦

火
に
耐
え

た
ベ
ト
ナ

ム
の
人
と
大

地
」

『民
族
探
検

の
旅

第

二
集

東
南

ア
ジ

ア
』
、
学
習
研
究
社
、

一
九
七
七
年
、

=
二
ニ

ー

一
一二
一ニ
ペ
ー
。シ
。
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*
76

吉
本
忍

、
前
掲

*
72
、

一
五
i

一
八
ペ
ー
ジ
。

*
77

織
物

の
最

も
基

本
的

な
組
織

で
あ

る
平
織
組
織

の
織
物

を
製
織
す

る
さ
い
に
必
要
と
な

る
開

口
具

の
最
少
単
位

の
構
成
型
式
。

*
78

開

口
具
の
基
本
構
成

型
式
が
、

一
枚

の
輪
状
綜
続

と

一
本

(
一
枚
、

ま
た
は

一
組
)

の
開

口
保
持
具

で
構
成
さ
れ

て
い
る
型
式
。

*
79

*
36
で
指
摘
し
て

い
る

二
種
類

の
型
式

の
真

田
織
機

の
う
ち
の
ひ
と

つ
。

カ

ッ
ペ
タ
織
機
と
同
様
、
経
糸

は
柱

に
結
ば
れ

て
お
り
、
柱
が

経
糸

保
持

具
と
し
て
機
能
し
て

い
る
。

な
お
、
こ
の
型
式

の
真

田
織
機

は
、
新
島

で
は
今
も
使

わ
れ

て
い
る
が
、
式
根
島

で
は
第

二
次
世
界
大
戦
前
ま

で
使

用
さ
れ
て

い
た

こ
と
が

知
ら
れ
る

の
み
で
あ
る
。

*
80

宋
兆
麟

「
雲
南
西
双
版

納
舞
族

的
紡
織

技
術

」
『考
古
』
第

四
期
、

一
九

六
五
年
、

六
-

二
ニ
ペ
ー
ジ
。

*
81

*
36
で
指
摘
し
て

い
る

二
種

類

の
型
式

の
真

田
織
機

の
う
ち
の
ひ
と

つ
。

*
79
の
真

田
織
機

と
は
異
な
り
、
経
糸

保
持
具

と
し
て
経
巻

具
が
使

用
さ
れ
て

い
る
。

*
82

吉
本
忍
、
前
掲
*
72
、
七

一
ペ
ー
ジ
。

*
83

角
山
幸
洋

「
日
本

の
織
機
」
『
講
座

・
日
本
技
術
の
社
会
史

3

紡
織
』
、

日
本
評
論
社
、

一
九

▲

二
年
、

二
八
五
ー

二
八
⊥ハ
ペ

ー
ジ
。
太

田
英

蔵

『太

田
英
蔵
染
織
史
著
作
集
』

上
巻
、
文
化
出
版
局

、

一
九
八
六
年

、
三

一
-

四
〇

ペ
ー
ジ
。

*
84

角
山
幸
洋
、
同
右
。

*
85

同
右
。

*
86

同
右
。

*
87

経
糸
保
持
具

で
あ
る
先
端
棒
と
手
元
棒

に
、
輪
状

に
結
ば

れ
た
経
糸
が

か
け
ら
れ

て

い
る
。
織
り
あ
が
り

の
布

の
形

は
、
経
糸

に
結
び
目

の
あ

る
輪
状
を
呈
す
る
。

こ
の
よ
う
な
整
経
方
式
は
、
わ
が

国
で
は
莚
機

に
の
み
認

め
ら
れ

て
い
る
。

*
88

世
界

の
諸
民
族

の
も
と
で
使
用
さ
れ
て
ぎ

た
単
式
輪
状
綜
続
機

の
整
経
方
式

と
し
て
は
、

こ
れ
ま

で
に
輪
状
整
経
、
擬
似
輪
状
整
経
、
結
節
輪
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状
整

経
、
平
整

経
の
す

べ
て
が
認

め
ら
れ

て
い
る
が
、
単
式
輪
状
綜
続
機

の
う
ち
、
と
く

に
腰
機

の
整
経
方

式
で
は
、
結
節
輪
状
整
経

に

つ
い
て

の
み
事
例
が
認

め
ら
れ

て
い
な

い
。

し
た
が

っ
て
、
弥
生
機

の
整
経
方
式

に
つ
い
て
も
、
結
節
輪

状
整

経
の
可
能
性

は
、

ほ
と
ん
ど
な

い
も

の
と

考
え
ら
れ

る
。

*
89

地
機

と
高
機

は
、
わ
が

国
の
代
表
的
な
手
織
機

で
あ
る
が
、

こ
れ
ま

で
に
本
土
で
使
用
さ
れ
て
き

た
高
機

と
し
て
は
、
今

日

一
般
的

な

二
枚

一

組

の
番
目
綜
続
を
使
用

し
た
複
合
単
式
番
目
綜
続
機
型

の
高
機
、
す
な
わ
ち
、
八
丈
島

の
高

機
と
基
本

的
に
同
様
の
構
造
を
備

え
た
高
機

の
ほ
か

に
、

開

口
具

の
基
本
構
成
型
式

の
異
な

る
三
種
類

の
高
機
が
使
用
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
は
、
開

口
具
の
基
本

単
位
が

一
枚

の
輪
状
綜
続
と

一
組

の
開

口
保
持
具

で
構
成
さ
れ

た
単
式
輪
状
綜
続
機
型

の
高
機
、

二
枚

の
輪
状
綜
続
と

二
本

「
組

の
開

口
保
持
具

で
構
成
さ
れ

た
複
合
単
式
輪
状
綜

続
機
型

の
高
機
、

二
枚

の
擬
似
番
目
綜
続

で
構
成
さ
れ
た
複
式
擬
似
番
目
綜
続

機
型
の
高
機

で
あ

り
、

い
ず
れ
も
複
合
単
式
番
目
綜
続
機
型

の
高

機

と
同
様

に
、
開

口
操
作

は
足
踏

み
式

で
あ
る
。
わ
が
国

に
お
け
る
地
機
か
ら
以
上
の
よ
う
な
高

機

へ
の
移

行
例
に

つ
い
て
は
、
地
機

か
ら
、
複

合
単
式
番

目
綜
続
機
型

の
高
機
を
含
む
四
種
類

の
高
機

へ
の
個

々
の
移
行
例
、
な
ら
び

に
、
複
合

単
式
番
目
綜
続
機
型
以
外

の
高
機

か
ら
複
合
単

式
番

目
綜
続
機
型

の
高
機

へ
の
移
行
例
が
確
認
さ
れ
て

い
る
。
な
お
、
複
合
単
式
番

目
綜
続
機
型

以
外

の
高
機

の
詳
細

に

つ
い
て
は
、
吉
本
忍
、

前
掲

*
46
、

四
〇
九
-

四

=

、
四

=
ニ
ー

四

】
四
、
四

一
九
-

四

二
】二
、
四

二
六
-

四

二
七
ペ
ー
ジ
、
を
参
照
さ
れ

た
い
。

*
90

漢
代
画
像
石

に
表
さ
れ

て
い
る
手
織
機

の
構
造
や
型
式
を
特
定
す

る

こ
と
は
、
き

わ
め
て
む
ず

か
し
い
が
、
足
踏

み
式

の
開

口
操
作
方
式
を
採

用
し
た
高
磯

の

一
型
式

で
あ

る
こ
と

は
、
ま
ず
ま
ち
が

い
の
な

い
と

こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
わ
が

国
に
お
け

る
地
機

か
ら
高
機

へ
の
移
行
例
や
、

地
機
と
高
機

の
構
造

・
機
能
論
的
な
比
較

か
ら
は
、
地
機
が

高
機

に
先
行
す

る
手
織
機

の
型
式

で
あ

る
こ
と
が
明
ら

か
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、

こ
れ
ら

の
こ
と

か
ら
、
中
国

で
は
漢
代
、
あ
る

い
は
、
そ
れ
以
前

に
地
機
が
存
在

し
て

い
た
と
考

え
る
こ
と
が
妥
当

で
あ

る
。
な
お
、
漢
代
画
像

石
に
あ
ら

わ
さ
れ

て
い
る
手
織
機

の
構
造
と
型
式

に
つ
い
て
は
、
吉

本
忍

、
前
掲

*
46
、
三
七

一
i

三
七

二
、

四

一
七
-

四

}
九
ペ

ー
ジ
、
を
参

照
さ
れ

た
い
。
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