
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
５
回
も
引
き
続
き
「
女
房
装
束
」
で
す
。
単
、
長
袴
、
裳
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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―
―
今
回
を
も
っ
て
一
旦
、
女
房
装
束

の
解
説
を
終
え
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で

す
。
前
回
、「
五
衣
」「
打
衣
」「
表
着
」

「
唐
衣
」
を
調
べ
て
、
ま
と
め
ま
し
た
。

今
回
は
、「
単
」「
長
袴
」「
裳
」
を
解

説
し
ま
す
。

松
井
さ
ん　

６
月
は
各
地
、
各
社
で
展

示
会
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
し
た
ね
。
た

く
さ
ん
の
人
形
を
ご
覧
に
な
っ
た
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

―
―
こ
の
企
画
を
始
め
て
か
ら
、
も
う

少
し
で
１
年
が
た
ち
ま
す
。
や
は
り
人

形
の
見
方
が
変
わ
っ
た
気
が
し
ま
す
。

と
り
わ
け
、
じ
っ
く
り
見
て
し
ま
う
の

が
衣
裳
の
生
地
。
正
絹
で
は
な
い
も
の

と
比
べ
て
、
ど
う
違
う
の
か
。
自
分
で

感
覚
を
掴
む
た
め
に
も
た
く
さ
ん
の
人

形
を
見
た
い
と
思
う
の
で
、
展
示
会
の

取
材
は
よ
い
機
会
で
し
た
。

◉
単
（
ひ
と
え
）

　

当
初
、
単
は
肌
着
だ
っ
た
。
絹
で
仕

立
て
ら
れ
、消
耗
品
と
い
う
位
置
づ
け
。

肌
着
か
ら
昇
格
し
た
の
は
平
安
後
期
。

白
無
地
の
小
袖
が
肌
着
と
し
て
一
般
的

に
な
る
と
、
そ
れ
ま
で
下
着
だ
っ
た
単

は
袿
の
下
に
着
用
さ
れ
る
も
の
に
な
っ

た
。
単
は
袿
よ
り
も
一
回
り
大
き
い
作

り
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
袿
が

直
接
肌
に
触
れ
る
の
を
防
ぐ
た
め
。
単

は
袖
先
や
裾
先
が
袿
よ
り
も
長
く
仕
立

て
ら
れ
て
い
る
の
で
、
汗
な
ど
で
袿
が

汚
れ
る
こ
と
は
な
い
。
汚
れ
防
止
に
限

ら
ず
、
単
の
存
在
は
装
束
全
体
の
ポ
イ

ン
ト
と
な
り
、
優
美
な
印
象
を
際
立
た

せ
る
こ
と
に
一
役
買
っ
て
い
る
。

　

単
の
文
様
に
つ
い
て
。
古
く
か
ら
好

ま
れ
て
い
る
の
は
「
小
菱
文
様
」。
鶴

岡
八
幡
宮
御
神
宝
の
人
も
、
花
菱
文
で

あ
る
。
花
菱
文
は
「
先さ

き
あ
い
び
し

間
菱
」
と
称
さ

れ
る
。
こ
の
呼
称
は
衣
紋
道
の
流
派
に

よ
っ
て
異
な
る
。
高
倉
流
は
「
幸

さ
い
わ
い

菱
」

と
訓
読
み
、
山
科
流
は
「
千せ

ん
け
ん剣
菱
」
と

音
読
み
し
て
呼
ん
で
い
る
。

◉
長
袴
（
な
が
ば
か
ま
）

　

長
袴
の
色
の
基
本
は
紅
だ
っ
た
。
も

ち
ろ
ん
紅
以
外
に
も
用
い
ら
れ
る
色
が

あ
り
、
晴
れ
の
儀
で
着
用
さ
れ
た
濃

色
や
、
※
白
拍
子
が
履
い
た
白
の
袴
が

あ
っ
た
。

　

長
袴
に
多
く
用
い
ら
れ
る
織
り
方
を

「
精せ

い
ご
う好
」
と
い
う
。
太
く
組
ん
だ
ヨ
コ

糸
を
織
り
込
み
、
横
へ
の
張
り
を
強
め

た
。
裏
地
に
別
の
生
地
は
使
用
せ
ず
、

裏
地
に
ま
で
精
好
を
用
い
た
。
仕
立
て

※
各
衣
の
解
説
①
は
連
載
第
４
回
掲
載

　
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

※
白
拍
子
…
…
平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
の

歌
舞
の
一
種
。
そ
れ
を
演
ず
る
芸
人
（
静
御
前

な
ど
）

日
本
人
形
の
衣
裳
に 

迫
る

連　載

教
え
て
！ 

先
生

と
こ
と
ん

第
５
回

女
房
装
束
③

十
二
単 

〈
各
衣
の
解
説
②
〉

単
／
長
袴
／
裳



撮影協力／株式会社吉德

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）
⑥単（ひとえ）
⑦長袴（ながばかま）
⑧大腰（おおごし）
⑨裳（も）

⑧

⑨

※
説
明
の
た
め
檜ひ
お
う
ぎ扇

を
外
し
た
状
態
で
撮
影

①

⑥⑦

④

参考文献
・
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
）
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は
、
表
地
を
裾
か
ら
折
り
返
し
て
裏
に

回
す
「
引
き
返
し
」
と
い
う
方
法
を
採

用
。
こ
れ
が
一
般
的
だ
。
女
性
の
袴
に

重
視
さ
れ
た
張
り
の
強
さ
を
実
現
し
、

歩
き
や
す
さ
を
可
能
に
し
て
い
る
。

松
井
さ
ん　

紐
の
先
端
に
は
立り

ゅ
う
ご鼓
（
龍

鼓
）
と
呼
ば
れ
る
飾
り
が
縫
い
付
け
ら

れ
て
い
ま
す
。
左
撚
糸
の
紐
と
右
撚
糸

の
紐
（
左
写
真
）
と
を
セ
ッ
ト
で
使
い
、

鼓
の
よ
う
な
形
の
模
様
を
作
り
ま
す
。

重
し
の
よ
う
な
役
目
で
す
。

　

腰
紐
の
と
こ
ろ
に
も
細
い
左
撚
糸
右

撚
糸
の
露
紐
（
左
撚
糸
右
撚
糸
を
セ
ッ

ト
に
し
て
使
う
も
の
）
を
飾
り
紐
と
し

て
使
い
ま
す
。

―
―
濃
色
は
連
載
第
２
回「
有
職
の
色
」

で
学
習
し
ま
し
た
ね
。

松
井
さ
ん　

そ
う
で
す
。
復
習
に
な
り

ま
す
が
、
平
安
時
代
の
女
房
装
束
の
打

袴
の
色
は
、
本
式
が
紅
色
（
紅
袴
）
で

若
年
は
濃
色
で
し
た
。

　

令
和
元
年
「
即
位
礼
正
殿
の
儀
」
に

臨
ま
れ
た
秋
篠
宮
ご
夫
妻
の
長
女
眞
子

様
と
次
女
佳
子
様
が
お
召
し
に
な
っ
た

袴
の
色
が
濃
色
と
解
説
し
ま
し
た
ね
。

―
―
そ
れ
と
年
齢
に
限
ら
ず
、
未
婚
・

既
婚
で
異
な
る
色
合
い
の
装
束
を
お
召

し
に
な
る
こ
と
も
あ
る
と
教
わ
り
ま
し

た
。
濃
色
は
未
婚
者
が
着
用
す
る
袴
の

色
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

が
、
有
職
故
実
の
文
献
に
明
記
さ
れ
て

い
な
い
と
い
う
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。　

◉
裳
（
も
）　

飛
鳥
時
代
以
降
、
今
で
い

う
ロ
ン
グ
ス
カ
ー
ト
の
よ
う
に
引
き
ず

る
く
ら
い
丈
が
長
い
褶ひ

ら
み
と
呼
ば
れ
る
も

の
を
着
用
し
て
い
た
。
歩
き
や
す
く
す

る
た
め
に
前
の
部
分
を
短
く
仕
立
て
る

よ
う
に
な
り
、
後
ろ
部
分
だ
け
を
長
く

引
き
ず
る
よ
う
な
現
在
の
裳
の
形
に

な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
平
安
時
代

の
裳
に
は
、
頒あ

が
ち
の幅
と
呼
ば
れ
る
短
い
生

地
が
左
右
に
付
い
て
い
た
。
こ
れ
は
短

く
な
っ
た
前
部
分
の
名
残
と
さ
れ
て
い

る
。
江
戸
時
代
に
な
る
と
裳
は
さ
ら
に

短
く
な
る
。
懸か

け
お
び帯
が
付
き
、
肩
に
掛
け

て
裳
を
背
負
う
形
に
な
っ
た
。

　

裳
の
文
様
や
色
に
つ
い
て
定
め
が
な

い
が
、
多
か
っ
た
の
が
「
海か

い
ふ腑
文
様
」

浜
辺
や
松
と
い
っ
た
海
を
モ
チ
ー
フ
と

し
た
も
の
。
摺
文
様
が
型
友
禅
で
描
か

れ
た
。
皇
族
が
着
用
す
る
裳
は
、
三み

え重

襷だ
す
き
も
ん
文
の
織
物
の
上
に
桐
竹
鳳
凰
文
が
摺

り
置
か
れ
て
い
る
。

―
―
裳
の
型
で
す
が
、
こ
の
説
明
で
は

あ
ま
り
イ
メ
ー
ジ
で
き
ま
せ
ん
。

松
井
さ
ん　

そ
れ
で
し
た
ら
、
高
松
塚

古
墳
の
壁
画
「
西
壁
女
子
群
像
」
を
見

る
と
よ
い
で
す
よ
。
着
物
の
上
か
ら
巻

き
ス
カ
ー
ト
の
よ
う
な
も
の
を
巻
き
つ

け
て
い
る
感
じ
で
す
。江
戸
時
代
に
は
、

マ
ン
ト
の
よ
う
に
肩
か
ら
背
負
う
形
に

な
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

―
―
不
思
議
な
変
化
で
す
ね
。

松
井
さ
ん　

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
的
な
要
素

が
強
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

そ
れ
と
懸
帯
は
天
保
14
（
１
８
４
３
）

年
の
「
御
再
興
」
以
降
、
徐
々
に
廃
止

さ
ま
し
た
。

左撚糸右撚糸の紐
画像提供／誉勘商店

※
本
連
載
は
隔
月
連
載
で
す
。
第
６
回
は
２
０
２
２
年
10
月
号
に
掲
載
し
ま
す

⑤

③

②


