
日
本
人
形
の
衣
裳
に
と
こ
と
ん
迫
る
本
企
画
。
人
形
の
衣
裳
に
使
わ
れ
て
い
る
文
様
や
生
地
は
も
ち
ろ
ん
、
着
せ

方
に
つ
い
て
も
詳
し
く
解
説
し
て
い
き
ま
す
。
業
界
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
を
講
師
に
迎
え
、
衣
裳
の
基
礎
か
ら
応

用
ま
で
教
え
て
い
た
だ
き
ま
す
。
知
識
の
習
得
や
再
確
認
、
セ
ー
ル
ス
ト
ー
ク
に
お
役
立
て
く
だ
さ
い
！

第
４
回
は
前
回
に
引
き
続
き「
女
房
装
束
」で
す
。
今
回
は
衣
服
の
各
パ
ー
ツ
に
つ
い
て
詳
し
く
調
べ
て
み
ま
し
た
。

松井幸生さん
株式会社誉勘商店社長
Matsui Yukio

金襴織物・裂地の製造卸
商を営む。誉田屋勘兵衛
から数えて13代目。京人
形商工業協同組合副理事
長。平成12年伝統的工芸
品産業審議会臨時委員任
命。翌年、伝統的工芸品
産業の奨励賞を受賞した。

今
月
の

先
生
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―
―
前
回
に
引
き
続
き
、
今
回
の
テ
ー

マ
は
女
房
装
束
で
す
。
各
衣
を
詳
し
く

勉
強
し
ま
す
。
資
料
を
も
と
に
今
回
は

「
五
衣
」「
打
衣
」「
表
着
」「
唐
衣
」
を

調
べ
て
、
ま
と
め
て
み
ま
し
た
。

松
井
さ
ん　

い
ろ
い
ろ
と
勉
強
さ
れ
て

い
ま
す
ね
。

―
―
資
料
を
読
ん
で
は
い
ま
す
が
、
今

の
服
装
と
は
全
く
違
う
し
、
別
世
界
の

話
な
の
で
イ
メ
ー
ジ
し
づ
ら
く
て
、
な

か
な
か
頭
に
入
っ
て
こ
な
い
の
が
正
直

な
と
こ
ろ
で
す
。
な
ぜ
そ
こ
ま
で
詳
し

く
知
識
を
お
持
ち
な
の
で
す
か
？

松
井
さ
ん　

一
番
は
京
都
と
い
う
と
こ

ろ
に
住
ん
で
い
る
か
ら
で
し
ょ
う
。
織

物
屋
で
法
衣
・
装
束
店
に
生
地
を
納
め

て
い
た
り
、
装
束
の
仕
立
て
を
し
て
い

る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
友
人
に

職
人
が
多
い
か
ら
で
す
。
疑
問
を
聞
け

る
人
が
近
く
に
い
る
か
ら
か
な
…
…
。

―
―
各
衣
を
解
説
す
る
前
に
、
十
二
単

を
着
用
す
る
順
番
を
教
え
て
い
た
だ
け

ま
す
か
。

松
井
さ
ん　

十
二
単
の
着
装
の
順
番
で

す
ね
。
大
ま
か
に
説
明
す
る
と
次
の
よ

う
な
順
番
と
な
り
ま
す
。

①
小
袖
を
着
て
帯
を
締
め
る

②
襪し

と
う
ず（
靴
下
）を
履
く

③
長
袴
の
腰
の
帯
を
、
腰
の
右
前
脇
で

片
輪
結
び
す
る

④
単
を
着
て
、
そ
の
上
に
五
衣
→
打
衣

→
表
着
の
順
で
重
ね
て
い
く

⑤
唐
衣
を
打
ち
か
け
て
、
裳
の
腰
を
正

面
に
結
び
、
二
本
の
小
腰
の
あ
ま
り

を
等
し
く
計
ら
う

　

襪
と
は
足
袋
と
は
違
い
指
先
が
割
れ

て
い
な
い
も
の
で
す
。
コ
ハ
ゼ
（
留
め

具
）
で
は
な
く
履
き
口
の
小
紐
で
足
首

を
括
り
留
め
ま
す
。

　

装
束
を
着
装
す
る
技
術
を
衣え

紋も
ん

と
い

い
、
作
法
と
し
て
確
立
し
た
も
の
を
衣

紋
道
と
い
い
ま
す
。
そ
れ
に
つ
い
て
も

学
習
す
る
と
装
束
の
理
解
が
さ
ら
に
深

ま
り
ま
す
の
で
、
今
後
の
テ
ー
マ
に
す

る
と
良
い
と
思
い
ま
す
。

◉
五
衣
（
い
つ
つ
ぎ
ぬ
）

　

五
衣
は
単
と
表
着
の
間
に
着
る
袿う

ち
き
を

５
枚
重
ね
た
総
称
。
も
と
も
と
は
寒
さ

や
暑
さ
を
調
整
す
る
た
め
の
も
の
。
襟

や
袖
口
・
裾
口
に
表
れ
る
複
数
の
色
の

重
な
り
「
重
ね
の
色
」
を
大
切
に
し
た
。

平
安
中
期
に
は
重
ね
る
枚
数
に
決
ま
り

は
な
く
身
分
や
季
節
、
儀
式
に
よ
り
さ

ま
ざ
ま
だ
っ
た
。
そ
の
後
、
奢し

ゃ
し侈
禁
止

　
五
衣
唐
衣
裳
は
「
い
つ
つ
ぎ
ぬ
か
ら
ぎ

ぬ
も
」
と
読
み
、
十
二
単
は
俗
称
。

　

平
安
時
代
に
お
い
て
は
宮
中
女
子
の
標

準
服
だ
っ
た
が
、
現
在
で
は
御
即
位
の
大

礼
の
儀
や
御
成
婚
な
ど
の
宮
中
の
儀
式
で

の
み
、
皇
室
・
皇
族
が
お
召
し
に
な
る
。

　

十
二
単
が
誕
生
し
た
の
は
十
世
紀
頃

（
平
安
時
代
中
期
）
と
言
わ
れ
て
い
る
。

た
だ
当
時
の
装
束
に
つ
い
て
は
記
録
が
少

な
い
こ
と
か
ら
、
室
町
時
代
末
期
頃
に
は

誕
生
当
初
と
異
な
る
も
の
に
な
っ
て
い
た

と
い
う
。

　

明
治
維
新
前
の
装
束
「
御ご

再さ
い

興こ
う

」
に
よ

り
平
安
時
代
に
近
い
形
に
戻
さ
れ
た
。
御

即
位
の
大
礼
の
儀
、
皇
族
妃
の
御
成
婚
に

見
る
十
二
単
の
姿
は
こ
の
ス
タ
イ
ル
が
基

と
な
っ
て
い
る
。

五
衣
唐
衣
裳

女
性
の
装
束

日
本
人
形
の
衣
裳
に 

迫
る

連　載

教
え
て
！ 

先
生

と
こ
と
ん

第
４
回

女
房
装
束
②

十
二
単 

〈
各
衣
の
解
説
①
〉

五
衣
／
打
衣
／
表
着
／
唐
衣
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令
（
倹
約
を
推
奨
す
る
）
が
何
度
も
出

て
、
次
第
に
５
枚
が
基
本
と
な
り
五
衣

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

上
皇
后
美
智
子
様
の
御
五
衣
は
、
表

が
松
立
涌
の
紅
で
５
枚
と
も
同
じ
色
、

裏
は
「
紅
の
匂
」
で
重
な
る
に
つ
れ
濃

く
な
る
。
帛は

く
の御
服
（
大だ

い
じ
ょ
う
さ
い

嘗
祭
や
新に

い
な
め
さ
い

嘗
祭

に
着
用
す
る
）
は
純
白
の
装
束
で
、
五

衣
は
表
裏
と
も
に
白
の
平
絹
の
重
ね
。

　
　
　
　
　
　
　
「
お
め
り
」
に
つ
い

て
触
れ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
袿
の
裏
地

を
表
に
折
り
曲
げ
て
、
襟
と
衽お

く
み
に
か
け

て
表
地
を
ふ
ち
括
り
す
る
よ
う
に
縫
っ

た
も
の
が
お
め
り
で
す
。
表
地
と
お
め

り
の
間
に
一
色
生
地
を
挟
み
込
む
の
が

中な
か
べ陪
で
、
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
で
美
し
く

見
せ
る
装
飾
的
な
効
果
が
あ
り
ま
す
。

男
子
の
装
束
だ
と
下
襲
に
用
い
ら
れ
ま

す
。
表
地
の
生
地
の
か
ど
の
汚
れ
や
、

摩
擦
か
ら
守
る
役
目
が
あ
り
ま
す
。

◉
打
衣
（
う
ち
ぎ
ぬ
）

　

五
衣
の
上
に
着
る
打
衣
。
織
物
を
砧

き
ぬ
た

で
打
ち
、
柔
ら
か
さ
に
加
え
て
光
沢
を

持
た
せ
た
。
の
ち
に
板
引
の
技
法
が
用

い
ら
れ
て
堅
い
も
の
に
な
っ
た
。
板
引

と
は
生
地
に
光
沢
と
張
り
を
持
た
せ
る

技
法
で
、
糊
を
含
ま
せ
た
織
物
を
漆
塗

り
の
板
に
張
り
付
け
て
乾
燥
さ
せ
て
か

ら
は
が
す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
堅
く
艶

の
あ
る
生
地
が
完
成
す
る
。

①大垂髪（おすべらかし）
②唐衣（からぎぬ）
③表着（うわぎ）

④打衣（うちぎぬ）
⑤五衣（いつつぎぬ）

※説明のため檜
ひおうぎ

扇を外した状態で撮影

①

②

⑤

⑥

③

⑦

④

　

大
正
天
皇
の
即
位
大
礼
ま
で
装
束
で

頻
繁
に
登
場
し
た
板
引
だ
が
、
関
東
大

震
災
や
恐
慌
の
社
会
情
勢
を
鑑
み
、
簡

素
化
が
進
ん
だ
昭
和
の
大
礼
か
ら
廃
止

さ
れ
た
。
以
降
、
打
衣
は
形
も
柔
ら
か

さ
も
五
衣
と
同
じ
と
な
り
、
全
体
を
引

き
締
め
る
ア
ク
セ
ン
ト
と
し
て
用
い
ら

れ
て
い
る
。

◉
表
着
（
う
わ
ぎ
）

　

表
着
は
打
衣
の
上
に
重
ね
る
。
下
の

衣
よ
り
も
華
麗
な
織
物
で
、
色
目
や
文

様
な
ど
階
級
に
よ
り
異
な
り
、
表
に
二

陪
織
物
・
浮
織
物
・
堅
織
物
と
い
っ
た

生
地
を
用
い
た
。

　

上
皇
后
の
御
表
着
の
表
地
は
白
の
タ

テ
糸
、
薄
い
萌
黄
色
の
ヨ
コ
糸
で
三
重

襷
の
文
様
を
浮
織
物
と
し
て
、
さ
ら
に

や
や
濃
い
め
の
萌
黄
色
の
ヨ
コ
糸
で
白

樺
の
丸
を
上
紋
と
し
た
二
陪
織
物
。
裏

地
は
萌
黄
色
の
平
絹
。
文
様
は
上
皇
后

の
御
印
で
あ
る
白
樺
に
由
来
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

令
和
の
即
位
礼
正
殿

の
儀
で
皇
后
雅
子
様
が
お
召
し
に
な
っ

た
表
着
は
三
重
菱
地
に
ハ
マ
ナ
ス
の
文

様
で
、
お
め
り
は
藤
色
、
中
陪
は
紫
色

で
し
た
。

◉
唐
衣
（
か
ら
ぎ
ぬ
）　

　

奈
良
時
代
の
「
背か

ら

子ぎ
ぬ

」
が
変
化
し
た

も
の
で
、
一
番
上
に
着
る
朝
服
に
不
可

欠
な
衣
。
唐
と
い
う
名
の
通
り
、
中
国

大
陸
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
衣
服
で
あ
る

た
め
唐
衣
と
呼
ば
れ
た
。

　

一
番
上
に
着
る
目
立
つ
衣
で
あ
る
た

め
禁
色
規
制
の
対
象
で
あ
っ
た
。
勅

ち
ょ
っ
き
ょ許

（
天
皇
の
許
し
）
が
な
け
れ
ば
赤
色
・

青
色
の
唐
衣
は
禁
止
さ
れ
た
。
赤
色
は

深
い
紅
を
指
し
、
青
色
は
現
代
で
い
う

ブ
ル
ー
で
は
な
く
黄
緑
色
に
当
た
る

色
。
と
も
に
元
来
、
天
皇
の
御
服
の
色

だ
っ
た
こ
と
か
ら
禁
色
と
な
っ
た
。

　

と
り
わ
け
特
別
な
意
味
を
持
つ
の
が

白
色
の
唐
衣
と
い
わ
れ
る
。
皇
后
第
一

の
唐
衣
は
白
色
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

平
成
の
即
位
礼
正
殿
の
儀
で
、
上
皇

后
が
着
用
さ
れ
た
唐
衣
は
、
表
地
は
小

葵
を
浮
地
紋
に
紫
色
の
向
鶴
の
丸
を
上

紋
と
し
た
格
調
高
い
二
陪
織
物
で
、
紫

色
の
小
菱
紋
の
固
地
綾
を
裏
と
す
る
菊

の
重
ね
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　

皇
后
雅
子
様
の
唐
衣

は
白
を
基
調
と
し
て
お
り
、
小
葵
地
鶸ひ

わ

色
向
松
喰
鶴
の
文
様
で
し
た
。　

⑥単と⑦長袴については、第５回で解説します。

・
仙
石
宗
久
著
『
十
二
単
の
は
な
し
―
―
現
代
の
皇
室
の
装
い
』（
㈱
オ
ク
タ
ー
ブ
、
１
９
９
５
年
）

・
八
條
忠
基
著
『
有
職
装
束
大
全
』（
㈱
平
凡
社
、
２
０
１
８
年
）

・
八
條
忠
基
著
『
素
晴
ら
し
い
装
束
の
世
界
』（
㈱
誠
文
堂
新
光
社
、
２
０
０
５
年
）

・
鈴
木
敬
三
編
『
有
職
故
実
大
辞
典
』（
㈱
吉
川
弘
文
館
、
１
９
９
６
年
）

※
本
連
載
は
隔
月
連
載
で
す
。
第
５
回
は
２
０
２
２
年
８
月
号
に
掲
載
し
ま
す

先
生
か
ら
補
足

先
生
か
ら
補
足

先
生
か
ら
補
足


