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イ

ン
ド
の
手
工
芸
と
振
興
活
動

ラ
バ
ー
リ
ー
社
会
を
事
例

に
ー

上
羽
陽
子

は

じ

め

に

イ
ン
ド
西
部
、
カ
ッ
チ
県
で
は
、
染
色

・
織
物

・
刺
繍

・
陶
芸

・
金
工

・
革
細
工

・
木
工
な
ど
多
様
な
手
工
芸
が
盛
ん
に
行
わ
れ

て

い
る
。
カ

ッ
チ
県
に
居
住
し
、

ラ
ク
ダ
や
ヤ
ギ
な
ど
の
牧
畜
を
主
な
生
業
と
す
る
ラ
バ
ー
リ
ー

(
R
a
b
a
r
i
)

の
女
性
は
自
家
用
に

刺

繍
技
術
を
用
い
て
衣
裳
や
調
度
品
な
ど
を
制
作
し
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
ラ
バ
ー
リ
ー
社
会
に
焦
点
を
あ

て
、
彼
ら
の
社
会
に
お
け
る
刺
繍
布

の
扱
わ
れ
方
と
イ
ン
ド
お
よ
び
カ
ッ
チ
県
の
手

工
芸
振
興
活
動
と
を
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
、
現
代
イ
ン
ド
の
手
工
芸

の
様
相
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た

い
。

ラ
バ
ー
リ
ー
が
つ
く
る
刺
繍
布

現
在
、
イ
ン
ド
を
訪
れ
る
と
、
土
産
物
店
や
ホ
テ
ル
な
ど
で
多
く

の
刺
繍
布
と
出
合
う
機
会
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
実
際
に
生
活

の
中
で
使

い
古
さ
れ
骨
董
品
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
も
の
や
、
販
売
を
目
的
と
し
て
つ
く
ら
れ
て
い
る
も
の
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
刺
繍
布
に
施
さ
れ
る
多
く
の
刺
繍
技
術
の
中
に
、
ミ
ラ
i
刺
繍
と

い
う
技
術
が
あ
る
。
ミ
ラ
ー
刺
繍

と
は
、
吹
き
ガ
ラ

す
ず

ス

の
内
側
に
溶
か
し
た
錫
を
注
ぎ
込
ん
だ
ガ
ラ
ス
ミ
ラ
ー
を
破
片
に
し
て
、
布
に
縫
い
付
け
る
技
術
で
あ
る

(図
1

・
2
)
。
こ
の
技

う
ん

も

術

は
か

つ
て
イ
ン
ド
宮
廷
内

の
刺
繍
職
人
が
雲
母
を
用

い
て
行

っ
て
い
た
。
し
か
し
、
十
七
世
紀
の
ム
ガ
ル
王
朝

時
代
に
ガ
ラ
ス
を

つ
く
る
技
術
が
発
達
し
た
た
め
、
雲
母
の
代
用
品
と
し
て
こ
の
鏡
片
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
近
代
で
は

一
般
の
人
々
へ
も
広

く
普
及
し
て
い
る

(
M
O
R
R
E
L
L
,
1
9
9
2
,
p
p
.
7
5
-
7
7

)。

現
在
、
こ
の
ミ
ラ
ー
刺
繍
は
土
産
品
と
し
て
売
ら
れ
て
い
る
刺
繍
布
に
も
よ
く
見
か
け
る
技
術
で
あ
り
、
イ

ン
ド
西
部

の
カ

ッ
チ

県

で
は
女
性
た
ち
に
よ

っ
て
盛
ん
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
地
方
の
中
で
も
、
特
に
ミ
ラ
ー
刺
繍
を

得
意
と
し
て
知
ら



図1素 焼 きの瓦に擦 り付 けて鏡片

を形作 るラバーリー女性

図2丸 形や菱形の鏡片 を用いた花鳥文

様 の ミラー刺繍。 よ く見る と鳥の

向き合 っている角度や大 きさが異

なってい る。

れ
て
い
る
の
が
、
主
に
ラ
ク
ダ
や
ヤ
ギ

・
ヒ
ツ
ジ
な
ど

の
牧
畜
を
行

っ
て
い
る
ラ
バ
ー
リ
ー
の
女
性
た
ち
で
あ
る

(図
3
)。

現
在
、
カ
ッ
チ
県
に
居
住
す
る
民
族
集
団
の
多
く

の
女
性
た
ち
は
、
形
を
整
え
る
作
業
や
布
地
に
縫
い
付
け
る
こ
と
が
簡
単
な
丸

い
形
を
し
た
鏡
片
の
み
を
用
い
て
ミ
ラ
ー
ワ
ー
ク
を
行

っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ラ
バ
ー
リ
ー
の
女
性
た
ち
は
、
素
焼
き

の
屋
根

瓦
に
鏡
片
を
擦
り
付
け
て
、
鏡
片
を
さ
ま
ざ
ま
な
形

へ
と
整
え

る
こ
と
を
得
意
と
し
て
い
る
。
彼
女
た
ち
は
、
丸
形

二
二
角
形

・
四

角
形

・
菱
形

・
涙
形

・
長
方
形
な
ど
多
種
類

の
形
を
生
み
だ
し
て
、
こ
の
多
種
類

の
鏡
片
を
用

い
て
文
様
表
現
を
行

っ
て
い
る
。

く
さ
り

 ラ
バ
ー
リ
ー
は
刺
繍
作
業

の
さ

い
に
下
絵
を
描
か
ず
、
最
初
に

鎖

縫
い
技
法

で
大
ま
か
な
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
布
に
直
接
施
し
、

そ
の
後
、
鏡
片
を
布
に
縫

い
付
け
て
か
ら
そ
の
周
囲
の
空
間
を
徐
々
に
多
様
な
刺
繍
技
術
で
埋
め
て
い
く
。
し
た
が

っ
て
、
さ
ま
ざ

ま
な

形
を
し
た
鏡
片
を
布
上
で
再
構
成
す
る
デ
ザ
イ
ン
カ
が
必
要
と
な
る
が
、
彼
女
た
ち
は
何
ら
手
本
と
な
る
図
案
も
な
く
、
布
の

上
で
多
種
類
の
鏡
片
と
そ
の
周
囲
に
施
す
さ
ま
ざ
ま
な

モ
チ
ー
フ
を
組
み
合
わ
せ
、
ま
る
で
楽
し
ん
で
い
る
か
の
よ
う

に
刺
繍
作
業

を
進

め
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ラ
バ
ー
リ
ー
の
刺
繍
布
は
、
こ
の
よ
う
な
多
種
類

の
形
を
し
た
鏡
片
を
用

い
る
こ
と
か
ら
、
鏡
片

の
組

み
合
わ
せ
に
よ

っ
て
変
化
に
富

ん
だ
デ
ザ
イ
ン
と
な

っ
て
い
る
。

ま

た
、
ラ
バ
ー
リ
ー
の
刺
繍
布
は
、
各
自

の
女
性
の
蓄
え

て
い
る
限
ら
れ
た
糸

の
中
か
ら
刺
繍
を
行
う
た
め
、

一
つ
の
デ
ザ
イ
ン
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の
左

右
の
色
が
異
な

っ
て
い
た
り
、

一
つ
の
模
様
の
中
で
途
中
か
ら
糸

の
色
が
変
わ

っ
て
い
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
。

一
見
す
る
と
、

ち
ぐ
は
ぐ
し
て
い
る
よ
う
な
デ
ザ
イ
ン
や
配
色
で
は
あ
る
が
、
じ

っ
く
り
み
る
と
全
体
的
に
伸
び
伸
び
と
し
た
大
ら
か
な
魅
力
あ
る

刺
繍
布
と
な

っ
て
い
る
。

彼
女
た
ち
が
現
在
の
よ
う
に
多
様
な
刺
繍
技
術
に
よ
る
文
様
表
現
を
盛
ん
に
行
う
よ
う
に
な

っ
た
根
底
に
は
、
も
と
も
と
彼
女
た

ち
が
伝
承
し
て
き
た
文
様

の
存
在
が
あ
る
。
ラ
バ
ー
リ
ー
社
会
は
文
字
を
持
た
な
い
無
文
字
社
会

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
お

い
て
、
ラ
バ
ー
リ
ー
に
と

っ
て
文
様
は
文
字
の
か
わ
り
に
な
る
重
要
な
存
在
と
な
る
。
母
か
ら
娘

へ
と
伝
え
ら
れ
た
文
様
に
は
そ
れ

ぞ
れ

の
深

い
意
味
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

彼
女
た
ち
は
住
居
の
内
壁
に
、
土
と
家
畜

の
糞
を
混
ぜ
た
泥
と
鏡
片
を
用
い
た
壁
面
装
飾
を
施
し
て
い
る
。
こ
の
壁
面
装
飾
に
は

ラ
バ

ー
リ
ー
独
特
の
文
様
が
数
多
く
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
彼
女
た
ち
は
身
体
に
入
れ
墨
を
施
し
、
そ
の
文
様
も
ラ
バ
!
リ
ー
独

自

の
も

の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
女
性
た
ち
は
確
固
た
る
自
分
た
ち

の
文
様
を
も

っ
て
い
る
た
め
、

一
度
刺
繍
技
術
を
習
得
し
て
し
ま

え
ば
、
描
き
た
い
文
様
は
す

で
に
決
ま

っ
て
い
る
た
め
、
今
ま
で
壁
面
に
描
い
て
い
た
も
の
を
布

の
上
に
移
し
替
え

て
描
き
、
さ
ら

に
ア
レ
ン
ジ
を
加
え
て
い
く
こ
と
を
容
易
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
ラ
バ
!
リ
ー
の
刺
繍
布
や
刺
繍
技
術
に
よ
る
衣
裳
は
、
命
名
儀
礼
や
婚
約
儀
礼
、
結
婚
儀
礼
な
ど
の
通
過
儀

礼
に
お
い
て
登
場
し
、
結
婚
儀
礼
で
は
婚
礼
衣
裳
と
持
参
財
と
し
て

の
重
要
な
役
割
を
持

っ
て
い
る
。

ラ
バ
ー
リ
ー
は
か
つ
て
幼
児
婚

の
風
習
で
知
ら
れ
る
民
族
集
団
で

あ

っ
た
が
、
現
在
で
は
二
〇
歳
前
後
に
結
婚
を
行

っ
て
い
る
。
し
か

し
、
今

で
も
男

・
女
児
と
も
三
歳
か
ら
七
歳
頃
に
な
る
と
結
婚
相
手

を
双
方

の
親
同
士
が
決
め
て
婚
約
を
成
立
さ
せ
る
。
ま
た
、

一
度
婚

約
が
結
ば
れ
る
と
、
双
方
に
何
事
が
起
き
て
も
解
消
さ
れ
る
こ
と
は

な

い
。
婚
約
が
調
う
と
、
花
嫁
と
花
嫁

の
母
親
は
嫁
ぎ
先
に
持
参
す

る
衣
裳
や
刺
繍
品
の
制
作
を
始
め
、
結
婚
す
る
ま
で
に

一
〇
枚
か
ら

図3ラ バーリー女性の刺繍作業風景
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二
〇
枚
の
刺
繍
を
施
し
た
上
衣
を
準
備
す
る
。

そ
し
て
、
ラ
バ
ー
リ
ー
の
女
性
が
生
涯
の
中
で
最
も
華
や
か
な
刺
繍
を
施
し
た
衣
裳
を
身
に
着
け
る
の
は
婚
礼
時
で
あ
る
。
こ
の

と
き
に
着
用
す
る
花
嫁
用
の
上
衣
は
、
全
面
に
ミ
ラ
ー
刺
繍
が
施
さ
れ
、
花
嫁
側
が
用
意
し
た
上
衣
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

全

面
ミ
ラ
ー
刺
繍

の
花
嫁
衣
裳
は
慣
習
と
し
て
花
婿
の
親
戚
者
が
制
作
す
る
た
め
、
用

い
ら
れ
て
い
る
布
や
糸
の
素
材
、
刺
繍
技
術

や
デ
ザ
イ
ン
の
善
し
悪
し
に
よ

っ
て
、
花
嫁
側
の
女
性
た
ち
は
花
婿
側
の
女
性
た
ち
の
技
量
や
経
済
力
な
ど
を
評
価
す
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
ミ
ラ
i
刺
繍
は
た
だ
の
装
飾
で
は
な
く
、
ラ
バ
ー
リ
ー
社
会
で
は
、
鏡
片
に
は
邪
視
か
ら
身
を
守

る
力
が
あ
る
と
信

じ
ら
れ
て
い
る
た
め
、
花
嫁
を
邪
視
か
ら
守
る
た
め
の
意
味
も
持

っ
て
い
る
。

さ
て
、
カ

ッ
チ
県
を
周
遊
す
る
と
、
村

々
で
女
性
た
ち
が
刺
繍
を
行

っ
て
い
る
場
面
に
出
く
わ
す
こ
と
が
あ
る
。
彼
女
た
ち
の
多

く
は
、
手
工
芸
振
興
活
動

の
名
の
も
と
に
販
売
用
と
し
て
製
作
し
、
そ
れ
ら
の
刺
繍
布
は
業
者
を
通
じ
て
、
カ
ッ
チ
県
を
は
じ
め
グ

ジ

ャ
ラ
ー
ト
州
の
都
市
、
デ
リ
ー
、
諸
外
国

へ
と
販
売
さ
れ
て
い
る
。

何
故
、
こ
の
よ
う
な
刺
繍
布
が
多
く
販
売
さ
れ
て
い
る
の
か
。
そ
こ
に
は
イ
ン
ド
に
お
け
る
手
工
芸
振
興
活
動

の
歴
史
が
あ
る
。

イ
ン
ド
に
お
け
る
手
工
芸
振
興
活
動

ラ
バ
ー
リ
ー
が
行

っ
て
い
る
よ
う
な
刺
繍
や
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
染
色
や
織
物

・
革
細
工

・
木
工
な
ど
と
い
っ
た
手
仕
事
が

一
般

的
に
総
称
と
し
て

「手
工
芸

(
h
a
n
d
i
c
r
a
f
t
s

」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は

い
つ
頃
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
い
つ
頃
か
ら
こ

の
よ
う
な

「手
工
芸
」
と
い
っ
た
概
念
が
イ
ン
ド
に
お
い
て
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
イ
ン
ド
の

「手
工
芸
」

の
概
念
の
成
立
に

つ
い
て
金
谷
は
明
快
に
論
じ
て
い
る
。

イ
ン
ド
に
お
い
て

「手
工
芸
」
と

い
う
領
域
と
概
念
は
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
イ
ン
ド
各
地
で
手
織
機
で
織
ら

れ
て
い
た
布
が
、

英
国
の
輸
出
す
る
機
械
織

の
布
と

の
競
争
に
す
で
に
敗
れ

つ
つ
あ

っ
た
英
国
植
民
地
期
に
誕
生
し
た
。
博
覧
会
に
出
品
さ
れ
た

イ
ン
ド
の
産
品
を
み
た
モ
リ
ス
た
ち
英
国
の
知
識
人
た
ち
は
、
イ

ン
ド
の
手
仕
事
に
よ
る
産
品
に
対
し
て
、
英
国
中
世
期
の
工

芸
の
姿
を
見
い
だ
し
、
高
く
評
価
し
た
。
モ
リ
ス
に
影
響
を
う
け
た
セ
イ
ロ
ン
出
身

の
ク
ー
マ
ラ
ス
ワ
ー
ミ
に
よ

っ
て
、
イ

ン

ド
の
手
仕
事
に
よ
る
造
形
物
は
、
「手
工
芸
」
と
し
て
論
じ
ら
れ
、
彼

の
イ
ン
ド
手
工
芸
に
関
す
る
論
考
は
独

立
後

の
イ
ン
ド
国

インドの手工芸と振興活動295



家
に
よ
る
手
工
芸
開
発
に
用

い
ら
れ
る
言
説
と
な

っ
た

の
で
あ
る

(金
谷

"
二
〇
〇
七
、
四
六
-
四
七
頁
)。

こ
の
よ
う
な

「手
工
芸
」
と
い
う
概
念
の
も
と
、
イ
ン
ド
独
立
後
、
初
代
首
相

で
あ
る
ネ
ル
ー
首
相

(餅
藩

お
ミ
よ
ら
)
は
、
手
工

芸
と
手
織
産
業
の
育
成
を
実
施
し
た
。
そ
し
て
、

一
九
五
二
年
に
全
イ
ン
ド
手
工
芸
委
員
会

(
A
l
l
 
I
n
d
i
a
 
H
a
n
d
i
c
r
a
f
u
t
s
 
B
o
a
r
d

)
を
設

立

し

、
手

工

芸

の
振

興

に

た

い
し

て

イ

ン
ド

政

府

を

あ

げ

て

さ
ま

ざ

ま

な

活

動

を

行

う

よ

う

に
な

っ
た

(霞

レ

⑩
刈
Q。
も

・N
⑩
⑩
)
。

そ
の
代
表
的
な
存
在
と
し
て
、

一
九
五
六
年
、
デ
リ
ー
に
イ

ン
ド
の
手
工
芸
品
や
伝
統
的
な
手
織
物
な
ど
を
収
集
展
示
し
た
国
立

手
工
芸

・
手
織
博
物
館

(
N
a
t
i
o
n
a
l
 
H
a
n
d
i
c
r
a
f
t
s
 
a
n
d
 
H
a
n
d
l
o
o
m
s
 
M
u
s
e
u
m

)
が
設
立
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
イ
ン
ド
の
各
州
か
ら
集

め
た
数
多
く
の
収
集
品
を
展
示
す
る
と
と
も
に
、
博
物
館
の
中
庭
を
利
用
し
て
、
常
時
イ
ン
ド
の
各
州
か
ら
伝
統

的
な
手
工
芸
品

の

職
人
た
ち
を
招

い
て
実
演
販
売
を
行

い
、
イ
ン
ド
で
の
手
工
芸
品

の
存
在
を
ア
ピ
ー
ル
し
た
。

そ

の
後
、

一
九
六

一
年
に
は
グ
ジ

ャ
ラ
ー
ト
州

の
中
心
都
市

・
ア
フ
マ
ダ
ー
バ
ー
ド
に
国
立

デ
ザ
イ

ン
研
究
所

(
N
a
t
i
o
n
a
l

I
n
s
t
i
t
u
t
e
 
o
f
 
D
e
s
i
g
n

)
が
設
立
さ
れ
た
。
こ
の
研
究
所
は
産
業
界
に
お
け
る
デ
ザ
イ
ン
指
導
者

の
育
成
を
目
指
し
、
産
業
界
と
政
府

へ

の
情
報
提
供
機
関
と
し
て
活
動
し
て
い
る
。
特
に
学
生
は
実
技
ト
レ
ー

ニ
ン
グ
を
通
じ
て
理
論
を
学
び
、
学
生
自

ら
が
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
を
組
ん
で
各
産
地
に
入

っ
て
現
地
調
査
を
自
ら
行

い
、
そ
の
レ
ポ
ー
ト
を
も
と
に
教
師
で
あ
る
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
議
論
を
交
わ
す
シ

ス
テ
ム
が
と
ら
れ
て
い
る
。
学
生
は
五
年
間
こ
の
研
究
所
で
教
育
を
受
け
た
後
は
、
イ
ン
ド
の
各
地
に
あ
る
国
立

の
デ
ザ
イ
ン
施
設

に
入
り
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
働
く
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
こ
の
研
究
所
の
特
徴
は
、
最
先
端
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
職
人
と
の
双
方
を

指

導
者
と
し
て
招
き
、
学
生
は
こ
の
研
究
所

の
中
で
ア
ー
ト
性
の
高

い
デ
ザ
イ
ン
教
育
と
職
人
的
技
術
と
の
両
方
を
学
ぶ
こ
と
が
で

き

る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
国
立
デ
ザ
イ
ン
研
究
所
が
設
立
さ
れ
た

一
九
六

一
年
に
は
、
イ
ン
ド
全
国
に
お
い
て
手
工
芸
の
実
態
を
把
握
す
る
た

め

の
手
工
芸
調
査

(
C
e
n
s
u
s
 
o
f
 
H
a
n
d
c
r
a
f
t
s

)
が
実
施
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
イ
ン
ド
政
府
は
人
間
国
宝
認
定
制
度

(
N
a
t
i
o
n
a
l
 
A
w
a
r
d

)

を
制
定
し
た
。
職
人
は
人
間
国
宝
に
認
定
さ
れ
る
と
賞
金
や
年
金
、
海
外
を
含
め
た
手
工
芸
祭

へ
の
参
加
資
格
、

国
が
出
資
す
る
手

工
芸
の
技
術
訓
練
教
室
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
人
間
国
宝
に
認
定
さ
れ
た
職
人
の
中
に
は
技
術
訓
練
教
室
で
職
人
を

育

成
し
、
そ
の
職
人
を
下
請
け
に
使

い
、
国
か
ら
融
資
を
受
け
て
仕
事
を
拡
大
し
、
経
済
的
に
成
功
す
る
も

の
も

い
た

(
P
A
L
,
 
1
9
7
8
,

p
p
.
3
0
4
-
6
0
5

)
。
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こ
の
よ
う
な
動
き
の
中
で
、
カ
ッ
チ
の
手
工
芸
開
発
の
基
礎
を
作

っ
た
の
は

一
九
七

二
年
に
設
置
さ
れ
た
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
州
手
工

芸

公
社
で
あ

っ
た

(金
谷

　
二
〇
〇
七
、
三
七
⊥
二
八
頁
)。
同
公
社
は
、
グ
ル
ジ
ャ
リ
ー

(
G
u
r
j
a
r
i

)
と

い
う
名
の
直
売
店
を
持
ち
、

多

く
の
生
産
者
に
仕
事
を
継
続
さ
せ
、
生
計
を
維
持
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
手
工
芸
開
発
の
礎
を
築

い
た

(同
前
三
七
-
四
二

頁
)
。
そ
の
後
、

一
九
七
六
年
に
カ

ッ
チ
県

の
首
都
ブ
ジ

(
B
h
u
j

)
に
手
工
芸
宣
伝
広
告

・
事
業
拡
大
セ
ン
タ
ー
も
設
立
さ
れ
、
こ
れ

ら
を
契
機
に
カ

ッ
チ
県
の
手
工
芸
振
興
活
動
が
盛
ん
に
な

っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、

一
方
で

一
九
六
九
年
に
カ

ッ
チ
県
を
襲

っ
た
大
旱
魃

の
飢
餓
救
済
活
動
事
業
に
よ
っ
て
、
こ
の
地
方
の
女
性

に
よ
る
刺
繍

技
術
が
注
目
さ
れ
、
女
性
た
ち

の
刺
繍
の
継
承
を
目
的
と
し
た
振
興
活
動
が
活
発
に
な

っ
た
。
カ
ッ
チ
県
に
お
け
る
手
工
芸
振
興
活

動

の
中
で
、
ラ
バ
ー
リ
ー
の
刺
繍
布
は
、
前
述
し
た
特
徴
あ
る
ミ
ラ
ー
刺
繍
に
よ

っ
て
、
周
囲
の
人
び
と
か
ら
美
的
価
値
を
見
い
だ

さ
れ
、
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
し
て
、

一
九
八
九
年
に
は
デ
リ
ー
の
国
立
手
工
芸

・
手
織
博
物
館
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
、

ラ
バ
ー
リ
ー
の
刺
繍
布

の
実
演
販
売
も
行
わ
れ
、
彼
ら

の
刺
繍
布
が
徐
々
に
有
名

に
な

っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

近

年

の
変
化

(1
)

し
か
し
近
年
、
ラ
バ
ー
リ
ー
の
族
長
は

「刺
繍
禁
止
令
」
を
発
令
し
た
。
こ
の
禁
止
令
は
、
刺
繍
技
術
に
よ
る
婚
礼
衣
裳
を
は
じ

め
と
す
る
す
べ
て
の
衣
裳
と
持
参
財
と
し
て
の
刺
繍
布

の
制
作
を
禁
止
す
る
も

の
で
あ

っ
た
。
こ
の

「刺
繍
禁
止
令
」
の
背
景
に
は
、

ラ
バ
ー
リ
ー
の
刺
繍
布
が
観
光
客

へ
高
値
で
販
売
さ
れ
る
こ
と
が

一
つ
の
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
以
前
は
、
親
戚
内
で
協
力
し

な
が
ら
準
備
を
し
て
き
た
持
参
財
と
し
て
の
刺
繍
布
を
他
者

へ
販
売
し
て
し
ま
う
こ
と
で
、
持
参
財
の
不
足
と

い
っ
た
事
態
を
ま
ね

き
、
結
婚
の
延
期
や
中
止
と
い
っ
た
こ
と
が
ラ
バ
ー
リ
ー
社
会
に
お

い
て
問
題
に
な

っ
た
。

ま
た
、
も
う

一
つ
の
要
因
と
し
て
ラ
バ
ー
リ
ー
の
婚
姻
形
態

の
変
化
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ラ
バ
ー
リ
ー
で
は

一
九
七
〇
年
頃
ま
で
幼

児
婚
が
行
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
近
年
に
な
り
、
彼
ら
の
生
活
が
移
牧
か
ら
定
住

へ
と
移
り
変
わ
る
と
と
も

に
、
幼
児
か
ら
十
八

歳
前
後
に
行
う
結
婚
儀
礼

へ
と
変
化
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
変
化
の
中
で
婚
礼
衣
裳
が
幼
児
の
体
の
寸
法
か
ら
成
人
と
変
わ
ら
な
い

寸
法

へ
と
大
き
さ
が
変
化
し
、
そ
れ
に
伴

っ
て
婚
礼
衣
裳
用
に
準
備
す
る
布
地
の
量
も
、
刺
繍
を
施
す
量
も
増
加
し
、
経
済
的
負
担

や
刺
繍
を
行
う
女
性
た
ち
の
時
間
的
負
担
が
増
加
し
た
。
そ
し
て
、
婚
礼
衣
裳
は
ラ
バ
ー
リ
ー
に
と

っ
て
婚
資
で
あ
る
た
め
に
、
婚

インドの手工芸と振興活動297



資
の
増
加

に
伴

っ
て
刺
繍
布
に
よ
る
持
参
財
も
増
加
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
「刺
繍
禁
止
令
」
の
背
景
に
は
、
観
光
客

か
ら

の
影
響
に
加
え
て
、
必
要
以
上
に
負
担
と
な

っ
た
婚
資
や
持
参
財
を
懸
念
し
た
族
長
が
、
ラ
バ
ー
リ
ー
本
来

の
婚
姻
形
態

で

あ

っ
た
負
担
に
な
ら
な
い
程
度
の
婚
資

や
持
参
財
と
い
っ
た
姿
に
戻
す
べ
き
で
あ
る
と

い
う
意
味
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か

と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
ラ
バ
ー
リ
ー
の
女
性
た
ち
は
、
禁
止
令
か
ら
は
ず
れ
て
い
る
運
針
技
法
と
ア
ッ
プ
リ
ケ
技
法
に
よ

っ
て
文
様
表
現
を
行

う
と

と
も
に
、
こ
れ
ら
の
技
法
以
外
に
も
、
プ

ラ
ス
チ

ッ
ク
や
セ
ロ
ハ
ン
な
ど
の
素
材
に
よ
る
レ
ー
ス
や
モ
ー
ル
、
ス
パ
ン
コ
ー
ル

な
ど

を
布
に
縫

い
付
け
る
、
ま
た
は
ジ
グ
ザ
グ
ミ
シ
ン
に
よ

っ
て
刺
繍
に
代
わ
る
新
し
い
文
様
表
現
を
行

い
続
け
て
い
る
。
さ
ら
に
、

こ

の
よ
う
な
動
き
の
中
で
、
カ
ッ
チ
県
の
布
商
人
た
ち
は
、
ラ
バ
ー
リ
ー
女
性

に
内
職
を
頼
み
、
新
し
い
素
材
を
ミ
シ
ン
で
縫

い
付

け
た

ラ
バ
ー
リ
ー
用
の
既
製
品

の
衣
裳
を
販
売
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
し
て
、
今
ま
で
自
分
自
身
で
衣
裳
を

つ
く

っ
て
い
た
ラ

バ
ー
リ
ー
女
性
が
、
同
形
態
の
既
製
品
の
衣
裳
を
購
入
す
る
と

い
う
動
き
も
あ
る

(図
4
)。

た
だ
し
、
ラ
バ
ー
リ
ー
の

「刺
繍
禁
止
令
」
で
は
特
例
と
し
て
、
手
工
芸
振
興
活
動
に
よ
る
販
売
を
目
的
と
し
た
刺
繍
布
の
制
作

は
許

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
多
く

の
カ

ッ
チ
県
の
女
性
が
積
極
的
に
振
興
活
動
に
参
加
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
ラ

バ
ー

リ
ー
の
女
性
は
明
ら
か
に
こ
の
活
動

へ
は
消
極
的
で
あ
る
。
こ
の
理
由
に
は
外
部
の
人
が
主
導
と
な

っ
て
ア
レ
ン
ジ
し
た
デ
ザ

イ
ン
を
指
定
さ
れ
た
布

・
色
糸
に
よ

っ
て
制
作
す
る
こ
と
や
、
自

ら
工
夫
を
す
る
こ
と
の
で
き
な

い
商
品
と
し
て
の
刺
繍
布
を
制
作

す
る
こ
と
に
対
す
る
抵
抗
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
委
託
側
も
伝

統
的
な
文
様
を
継
承
せ
ず
、
こ
だ
わ
り
を
持

っ
て
い
な
い
人
び
と

に
制
作
を
依
頼
す
る
ほ
う
が
簡
単
で
あ
る
と
も
考
え
て
い
た

(図

5
)
。つ

ま
り
、
持
参
財
と
し
て
の
役
割
を
持

っ
て
い
た
刺
繍
布
が
ラ

バ
ー
リ
ー
以
外
の
他
者
か
ら
の
評
価

の
高
さ
に
よ

っ
て
、
そ
の
動

き
と
は
逆
に
ラ
バ
ー
リ
ー
社
会
の
中
で
禁
止
し
て
し
ま
う
、
ま
た
、

図4商 店で既製品の娘の衣裳 を選ぶ

ラバー リー女性
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図5委 託 されたサ リーへ刺繍を行 う

アヒールの女性

現
在

で
は
禁
止
令
が
出
た
た
め
に
、
さ
ら
に
昔
の
ラ
バ
ー
リ
ー
の
刺
繍

布
が
高
い
評
価
を
う
け
、
商
品
と
し
て
ラ
バ
ー
リ
ー
の
文
様
が
多
く
使

わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
を
ラ
バ
ー
リ
i
以
外
の
女
性
が
制
作
す
る

と

い
う
新
た
な
動
き
が
起
き

て
い
る
。

-

二
〇
〇

一
年

の
カ

ッ
チ
県
を
震
源
地
と
し
た
イ
ン
ド
西
部
大
地
震
後
、

イ

ン
ド
国
内
外

の
政
府
や
N
G
O
が
こ
の
地
域
に
お
い
て
手
工
芸
復
興

活
動
を
活
発
に
行
い
、
こ
の
活
動
の

一
つ
に
ラ
バ
ー
リ
ー
の
女
性
た
ち

に
ミ
シ
ン
を
配
付
す
る
と

い
う
も
の
が
あ

っ
た
。
そ
の
結
果
、
現
在
、

唯

一
、
カ
ッ
チ
県
の
三
集
団
の
ラ
バ
ー
リ
ー
の
中
で

「刺
繍
禁
止
令
」

の
出

て
い
な

い

一
集
団
に
お
い
て
、
他
の
二
集
団
同
様
に
ジ
グ
ザ
グ
ミ
シ
ン
に
よ
る
文
様
表
現
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う

に
な

っ
て

き
て

い
る
。
ま
た
、
彼
ら
の
制
作
す
る
壁
面
装
飾
も
こ
の
震
災

に
よ
り
崩
れ
落
ち
、
震
災
後
、
こ
れ
ら
を
小
片
に
し
て
販
売
す
る
と

い
う
新
し
い
動
き
も
あ
る
。

こ

の
よ
う
な
外
部

の
人
々
の
認
識
に
よ

っ
て
そ
れ
ま
で
継
承
さ
れ
て
き
た
手
工
芸
に
影
響
を
与
え
る
と
い
う
事
例
は
他
の
民
族
集

団
で
も
見
る
こ
と
が
で
き
、
ラ
バ
ー
リ
ー
の
動
き
は

一
つ
の
事
例
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ラ
バ
ー
リ
ー
は
自
分
た
ち
の
制

作
す

る
刺
繍
布
が
イ
ン
ド
国
内
外
に
お
い
て
、
カ

ッ
チ
県

の
他

の
民
族
集
団
の
制
作
す
る
刺
繍
布
よ
り
も
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
こ

と
を

は

っ
き
り
と
認
識
し
て
い
る
。
し
か
し
現
在
、
彼
ら
は
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
刺
繍
布
の
制
作
を
止
め
て
い
る
。
こ
の
彼
ら

の

選
択

こ
そ
が
、
今
日
ま
で
彼
ら
独
自

の
手
工
芸
技
術
を
継
承
す
る
こ
と

の
で
き
た
要
因
で
あ
り
、
ラ
バ
ー
リ
i
自
ら
の
手
工
芸
に
対

す
る
確
固
た
る
意
識
で
あ
る
と
考
え

て
い
る
。

(
1
)

こ

の
刺
繍
禁
止
令

は
、

一
九
九

四
年
に
デ
バ
ラ
ヤ
ラ
バ
ー
リ
i
、

一
九
九
八
年
に
ヴ

ァ
ガ
デ
ィ
ヤ

ラ
バ
ー
リ
ー

の
族
長
が
婚
礼
衣
裳
を
は
じ
め
と

す
る
す
べ
て
の
衣
裳

に
刺
繍
を
施
す

こ
と
、
ま
た
持
参

財
と
し

て
の
刺
繍
布

の
制
作
を
す

べ
て
禁
止
す
る
と

い
う
も

の
で
あ

っ
た

(上
羽
、
二
〇
〇

∴ハ
、

一
八
〇
頁
)
。
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