
の
世
紀
と
い
わ
れ
る
。
二
十
世
紀

の
文
明
が
自
然
の
破
壊
の
上
に
展

開
さ
れ
た
の
に
対
し
、
新
世
紀
は

そ
の
反
省
に
立
っ
て
人
間
ら
し
さ

の
復
興
を
求
め
る
世
紀
と
い
わ
れ

て
い
る
。
絲
藝
苑
主
宰
上
島
洋
山

さ
ん
は
大
量
生
産
・
大
量
販
売
が

主
流
と
な
っ
た
時
代
、
敢
え
て
手

づ
く
り
本
も
の
志
向
の
道
を
行

き
、
自
然
が
も
た
ら
す
数
々
の
恩

恵
を
活
か
す
姿
勢
こ
そ
新
世
紀
を

生
き
る
姿
勢
と
い
え
よ
う
。
そ
し

て
能
登
の
人
々
の
優
し
さ
を
手
織

り
の
紬
織
り
で
再
現
し
、
地
場
産

業
の
な
い
地
に
独
自
の
技
術
で
新

し
き
伝
統
的
な
産
業
を
興
し
、
同

時
に
能
登
の
自
然
を
紹
介
さ
れ
て

い
る
姿
勢
に
は
唯
唯
頭
が
下
が
る

ば
か
り
で
あ
る
。

絲
藝
苑
こ
そ
二
十
一
世
紀
が
求

め
る
企
業
で
あ
り
、
石
川
の
誇
り

で
あ
る
。
そ
し
て
主
宰
上
島
洋
山

さ
ん
は
能
登
の
恩
人
と
い
え
よ

う
。
ま
す
ま
す
の
発
展
を
期
待
し

た
い
。

（
お
問
い
合
わ
せ
）

絲
藝
苑

〒
九
二
七
―
二
三
五
一

石
川
県
鳳
至
郡
門
前
町

千
代
三
二
―
一
六

Ｔ
Ｅ
Ｌ
〇
七
六
八
―
四
三
―
一
五
二
四

自
然
の
恵
み
を
活
用

自
然
を
敬
愛
し
、
自
然
の
恩
恵

に
感
謝
し
つ
つ
、
自
然
と
の
共
生

に
意
欲
的
に
取
り
組
み
、
自
然
か

ら
の
贈
り
も
の
即
ち
紬
（
糸
）
を

用
い
て
、
一
品
手
繍
の
能
州
紬

（
織
物
）
を
製
造
、
能
登
の
自
然

の
美
し
さ
と
共
に
全
国
へ
す
ば
ら

し
き
製
品
を
広
め
て
い
る
の
は
、

門
前
町
千
代
に
あ
る
織
元
絲
藝
苑

で
あ
る
。

絲
藝
苑
の
誕
生

絲
藝
苑
主
宰
上
島
洋
山
さ
ん

は
、
京
都
西
陣
の
ご
出
身
、
本
来

な
ら
ば
西
陣
の
隆
盛
に
ご
尽
力
さ

れ
る
方
で
あ
る
が
、三
十
数
年
前
、

門
前
町
出
身
で
京
都
で
活
躍
さ
れ

て
い
る
方
の
帰
郷
に
同
行
さ
れ
た

折
、
日
本
海
に
沈
む
夕
日
の
素
晴

ら
し
さ
、
能
登
の
自
然
の
美
し
さ

に
感
動
さ
れ
、
更
に
そ
の
夜
、
初

め
て
会
っ
た
町
長
さ
ん
と
意
気
投

が
開
発
し
た
も
の
で
、
独
自
の
技

術
で
あ
る
。
こ
の
染
め
に
よ
り
草

木
染
め
の
色
が
糸
の
芯
ま
で
浸
透

し
、
糸
に
艶
と
深
み
の
色
合
が
で

て
、「
わ
び
・
さ
び
」
を
感
じ
さ

せ
る
能
州
紬
が
生
ま
れ
て
い
る
。

新
た
な
る
挑
戦

第
三
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
は
、
全
国

の
伝
統
織
物
関
連
業
者
を
一
堂
に

集
め
た
サ
ミ
ッ
ト
を
、
こ
の
門
前

町
で
開
催
す
る
こ
と
で
あ
る
。
昨

年
第
一
回
の
サ
ミ
ッ
ト
が
沖
縄
県

南
風
原
町
で
行
わ
れ
、
本
年
は
米

沢
市
で
行
わ
れ
る
予
定
で
あ
り
、

門
前
町
に
は
能
登
空
港
開
港
の
平

成
十
五
年
の
予
定
と
な
っ
て
い

る
。
こ
の
会
合
を
意
義
あ
る
も
の

に
し
、
全
国
の
伝
統
織
物
の
振
興

に
役
立
て
る
た
め
、
同
志
へ
の
働

き
か
け
や
広
報
等
準
備
を
着
々
と

進
め
て
い
る
。

む
　
す
　
び

二
十
一
世
紀
は
自
然
と
の
共
生

合
し
、
町
長
さ
ん
か
ら
洗
練
さ
れ

た
西
陣
の
技
術
で
も
っ
て
、
こ
の

地
に
昔
か
ら
あ
る
機
を
復
活
し
町

の
振
興
に
協
力
し
て
ほ
し
い
と
要

請
さ
れ
、
そ
の
後
織
物
の
指
導
に

度
々
訪
れ
、
遂
に
定
住
す
る
よ
う

に
な
り
、
能
登
の
自
然
を
ふ
ん
だ

ん
に
取
り
入
れ
た
作
品
を
作
り
上

げ
、
こ
れ
を
能
州
紬
と
命
名
し
、

広
く
全
国
に
知
ら
し
め
て
い
る
。

能
州
紬
の
特
徴

能
州
紬
は
す
べ
て
手
づ
く
り
で

あ
る
。
織
り
は
昔
な
が
ら
の
木
製

機
で
、
織
る
人
の
心
を
込
め
た
手

捌
き
が
風
合
と
な
っ
て
、
一
品
一

品
同
じ
も
の
が
全
く
な
く
、
温
も

り
の
あ
る
製
品
と
な
っ
て
い
る
。

特
に
能
州
紬
を
特
徴
づ
け
て
い
る

の
は
、
糸
の
二
度
染
め
に
あ
る
。

即
ち
最
初
に
糸
を
海
草
の
煮
汁
で

染
め
、
次
い
で
草
木
染
め
で
い
ろ

い
ろ
な
色
に
仕
上
げ
て
い
る
。
特

に
海
草
染
め
は
、
上
島
洋
山
さ
ん
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絲藝苑：門前町�

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
石
川
の

「
チ
ャ
レ
ン
ジ
企
業
」
を
応
援

し
て
い
ま
す
。
取
材
を
希
望
さ

れ
る
方
は
最
寄
り
の
商
工
会
を

お
訪
ね
く
だ
さ
い
。

能州紬は海草で地染めされたものに草木染めが
加えられ、環境に優しい仕上がりとなっている。

独自の技術で新しい伝統産業を興した上
島洋山さん。

図柄の裏地に縫い糸が出ず、表裏同柄に織り
上がる「手繍織り」も能州紬の特徴。


