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平
安
時
代
と
聞
い
て
、「
十

じ
ゅ
う

二に

単ひ
と
え」

を
連
想
す
る
方
が
多
い
か
も
し
れ
な
い
。
着
物
が
好
き
な
方
に
は
「
か
さ
ね

の
色
目
」
と
し
て
、
着
物
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
に
欠
か
せ
な
い
要
素
と
し
て
身
近
に
あ
る
。

　

近
年
、
日
本
人
だ
け
で
な
く
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
の
方
々
に
も
十
二
単
体
験
は
人
気
で
あ
る
。
千
年
も
前
の
フ
ァ
ッ
シ

ョ
ン
が
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
現
代
人
を
魅
了
す
る
の
か
？ 

そ
も
そ
も
、
な
ぜ
平
安
時
代
に
十
二
単
が
誕
生
し
た
の
か
？

　

こ
の
疑
問
が
、
私
に
日
本
の
歴
史
と
着
物
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
関
係
を
調
べ
さ
せ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
2

 
0
 1 

9
年
夏
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
疑
問
の
答
え
を
探
す
う
ち
に
、
お
り
し
も
コ
ロ
ナ
禍
と
な
り
、
長
き
に
わ
た
る
日

本
の
着
物
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
歴
史
を
た
ど
る
こ
と
が
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
に
な
っ
た
。
結
果
、
縄
文
・
弥
生
時
代
か
ら

令
和
時
代
ま
で
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
変
遷
を
ビ
ジ
ュ
ア
ル（
イ
ラ
ス
ト
）を
通
し
、
時
系
列
に
通
観
で
き
る
年
表
を

2
0
2
0
年
夏
に
完
成
さ
せ
た
。

　

翌
年
、
時
代
考
証
の
専
門
家
で
も
な
い
私
だ
が
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
目
線
と
い
う
立
ち
位
置
で
解
説
文
を
つ
け
た
著
書

を
Ｐ
Ｏ
Ｄ
出
版
す
る
に
至
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
か
ら
、
出
版
に
関
し
て
相
談
に
乗
っ
て
下
さ
っ
て
い
た
根
本
騎
兄
編
集

長
か
ら
、
あ
り
が
た
い
こ
と
に
私
が
着
物
と
日
本
の
歴
史
を
た
ど
る
旅
を
始
め
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
「
平
安
時
代

ま
え
が
き
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フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
」
に
特
化
し
た
本
書
『
イ
ラ
ス
ト
で
み
る　

平
安
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
世
界
』
の
お
話
を
い
た
だ
い
た
。

　

私
は
デ
ザ
イ
ナ
ー
を
長
く
続
け
て
い
る
が
、
実
は
高
校
2
年
生
ま
で
絵
描
き
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
い
た
。
紆う

余よ

曲き
ょ
く

折せ
つ

が
あ
り
、
画
家
以
外
で
絵
が
描
け
る
仕
事
と
し
て
選
ん
だ
の
が
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
デ
ザ
イ
ナ
ー
で
、
洋
服
の
制

作
よ
り
も
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
イ
ラ
ス
ト
を
描
く
こ
と
が
好
き
で
あ
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
以
来
、
文
字
よ
り
も

絵
を
好
む
方
が
多
い
し
、
確
か
に
イ
ラ
ス
ト
は
「
百
聞
は
一
見
に
如し

か
ず
」
で
、
頭
に
入
り
や
す
い
。

　

本
書
で
は
約
4
0
0
年
の
平
安
時
代
を
唐
風
・
国
風
・
武
家
風
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
分
け
、
さ
ら
に
法ほ

う

衣い

舞ぶ

楽が
く

・

皇
族
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
イ
ラ
ス
ト
も
巻
頭
に
置
き
、
通
観
で
き
る
構
成
と
し
た
。
ま
ず
は
平
安
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
シ
ョ

ー
を
イ
メ
ー
ジ
で（
お
好
み
の
音
楽
を
流
し
な
が
ら
）ご
覧
い
た
だ
く
の
も
お
薦す

す

め
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
フ
ァ
ッ
シ

ョ
ン
の
ビ
ジ
ュ
ア
ル
を
把
握
し
て
か
ら
、
後
ろ
に
解
説
が
続
く
方
が
理
解
し
や
す
い
と
思
う
か
ら
だ
。

　

ま
た
、
本
文
に
登
場
す
る
ス
タ
イ
ル
を
振
り
返
り
た
い
時
も
、
巻
末
に
イ
ラ
ス
ト
を
見
に
い
く
よ
り
前
に
戻
る
方

が
、
ま
だ
知
り
た
く
な
い（
後
の
時
代
の
）情
報
を
先
に
垣
間
見
て
し
ま
う
こ
と
な
く
安
心
し
て
イ
ラ
ス
ト
を
眺
め
に

い
け
る
。

　

現
在
も
そ
う
で
あ
る
が
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
は
、
実
は
経
済
的
・
社
会
的
背
景
と
大
き
く
関
係
し
て
い
る
。
特
に
平

安
時
代
は
時
代
背
景（
位
階
制
度
・
遣
唐
使
廃
止
・
藤
原
氏
の
他
氏
排
斥
、
氏

う
じ
の

長ち
ょ
う

者じ
ゃ

争
い
な
ど
）や
文
化
・
年
中
行

事
等
と
も
関
連
が
強
い
た
め
、
関
係
す
る
出
来
事
や
制
度
に
つ
い
て
の
挿さ

し

絵え

や
図
表
を
多
く
取
り
入
れ
た
。
貴
族
・

皇
族
・
僧
侶
・
武
士
・
庶
民
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
デ
ザ
イ
ナ
ー
な
ら
で
は
の
目
線
で
解
説
し
た
の
で
、
ぜ
ひ
本
文
の

方
も
楽
し
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。



5

　

藤ふ
じ

原わ
ら
の

道み
ち

長な
が

一
族
が
権
力
者
と
な
っ
て
い
く
経
緯
や
、
武
士
の
台
頭
な
ど
に
も
触
れ
て
お
り
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
だ

け
で
な
く
中
世
の
歴
史
に
興
味
の
あ
る
方
々
、
特
に
男
性
に
も
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
た
ら
と
思
っ
て
い
る
。

　

平
安
時
代
は
日
本
服
飾
史
上
、
男
性
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
が
特
に
色
鮮
や
か
で
、
男
性
の
「
美
」
へ
の
探
求
が
と
て

も
深
い
時
代
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
現
代
の
「
美
容
男
子
」
以
上
だ
ろ
う
。
そ
の
発
想
の
源
に
触
れ
る
こ
と
は
、
現

代
社
会
を
生
き
る
上
で
も
多
く
の
気
づ
き
に
満
ち
て
い
る
と
思
え
る
。

　　

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
は
、
時
代
を
映
す
鏡
だ
。
し
か
し
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
と
聞
く
と
、
た
い
て
い
の
方
は
「
洋
服
」
を

思
い
浮
か
べ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
西
洋
に
お
い
て
は
「
洋
服
」
で
あ
る
が
、
弥
生
時
代
か
ら
約
２
０
０
０
年
の
日
本
の

歴
史
の
な
か
で
、
洋
服
の
歴
史
は
1
5
0
年
ほ
ど
し
か
な
い
。
長
い
日
本
の
歴
史
上
、
ほ
ぼ
全
て
の
時
代
の
フ
ァ

ッ
シ
ョ
ン
は
「
着
物
」
で
あ
る
。

　

現
代
の
着
物
の
原
型
は
江
戸
時
代
の
「
元げ

ん

禄ろ
く

小こ

袖そ
で

」
で
、
そ
の
「
小
袖
」
の
起
源
は
弥
生
時
代
に
ま
で
遡

さ
か
の
ぼり

、「
貫か

ん

頭と
う

衣い

」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
平
安
時
代
の
庶
民
の
女
性
や
子
供
が
着
用
し
て
い
た
「
手て

無な

し
」
と
い
わ
れ
る
袖
無
し

ス
タ
イ
ル
は
、
そ
の
貫
頭
衣
が
変
化
し
た
も
の
と
さ
れ
、
温
暖
で
あ
っ
た
弥
生
時
代
同
様
、
現
代
な
み
に
温
暖
と
さ

れ
る
平
安
時
代
を
映
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
「
小
袖
」
が
様
々
な
時
代
背
景
か
ら
、
下
着
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
か

ら
表
舞
台
へ
と
登
場
し
た
の
も
平
安
時
代
で
あ
る
。

　

本
書
の
出
版
に
あ
た
り
、「
な
ぜ
平
安
時
代
に
十
二
単
が
誕
生
し
た
の
か
？
」
の
問
い
に
対
す
る
新
た
な
答
え
が

見
つ
か
り
、
私
の
「
着
物
と
日
本
の
歴
史
を
め
ぐ
る
旅
」
の
第
一
歩
は
完
結
で
き
た
よ
う
に
感
じ
る
。
そ
れ
は
一
つ

まえがき
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の
時
代
に
特
化
し
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
掘
り
下
げ
た
か
ら
に
違
い
な
い
。

　

平
安
時
代
は
女
流
文
学
や
貴
族
の
日
記
、
ま
た
末
期
か
ら
で
は
あ
る
が
当
時
の
生
活
の
様
子
を
垣
間
見
る
こ
と
が

で
き
る
絵
巻
な
ど
も
多
く
出
版
さ
れ
て
お
り
、
様
々
な
説
が
混
在
す
る
。
ま
し
て
、
実
物
が
全
く
残
っ
て
い
な
い
た

め
、
正
確
な
形
状
・
着
姿
な
ど
も
不
明
な
部
分
が
多
く
、
本
書
の
イ
ラ
ス
ト
や
解
説
と
は
違
う
説
が
あ
る
こ
と
も
お

断
り
し
て
お
き
た
い
。

　

本
書
を
通
じ
て
、
他
の
書
物
と
は
違
う
平
安
時
代
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
ポ
イ
ン
ト
と
、
社
会
と
の
関
係
性
・
自
然

と
美
に
対
す
る
平
安
の
セ
ン
ス
等
を
お
届
け
で
き
て
い
た
ら
幸
い
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
巻
末
に
補
章
「
年
中
行
事
」「
通
過
儀
礼
」、
ま
た
生
没
年
も
入
れ
た
「
藤
原
道
長
関
係
系
図
」
等
を
用

意
し
た
。
巻
頭
イ
ラ
ス
ト
と
合
わ
せ
て
ド
ラ
マ
・
映
画
鑑
賞
の
お
供
と
し
て
ご
愛
読
い
た
だ
け
れ
ば
、
著
者
と
し
て

望
外
の
喜
び
で
あ
る
。
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式
部
日
記
』『
枕
草
子
』が
描
く
華
や
か
さ
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第   

章
４

代
表
的
な
色
・
文
様
の
使
い
方
　
159

第   
章
３

平
安
貴
族
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
正
装
　
141

女
房
た
ち
の
色
彩
─
─
男
性
た
ち
に
増
し
て
カ
ラ
フ
ル

◆ 

誰
で
も
着
ら
れ
る「
2
色
」と
は
？

◆ 『
紫
式
部
日
記
』『
枕
草
子
』が
描
く
華
や
か
さ

貴
族
の
一
日
─
─
宮
仕
え
の
男
性
と
家
庭
の
女
性
　
142

◆ 
早
朝
か
ら
午
前
で
終
わ
る
宮
仕
え

◆
夫
を
支
え
る
女
性
貴
族
の
多
忙

束
帯
─
─
男
性
貴
族
の
正
装
　
146

◆ 

束
帯
の
ア
イ
テ
ム
と
着
用
法

◆ 

裾
の
長
さ
を
競
っ
て
エ
ス
カ
レ
ー
ト

女
房
装
束
─
─
女
性
貴
族
の
正
装
　
151

◆ 

20
枚
以
上
、
重
ね
着
し
た
女
性
も
い
た

◆ 

靴
を
履
く
こ
と
を
想
定
し
な
い
フ
ァッ
シ
ョ
ン
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か
さ
ね
の
色
目
─
─
袖
口
・
襟
元
の
美
し
さ
　
160

◆ 

四
季
の
変
化
に
呼
応
し
た「
多
彩
な
色
彩
」

◆ 

5
つ
の
基
本
色「
青
」「
蘇
芳
」「
萌
黄
」「
紅
梅
」「
朽
葉
」

「
重
ね
着
」の
美
学
─
─
袿
を
重
ね
て
生
ま
れ
る
配
色
　
164

◆ 

春
夏
秋
冬
の
色
目
を
重
ね
る

◆ 

重
ね
の
組
み
合
わ
せ
の
美
し
さ
が
重
要

第   

章
５

貴
族
の「
持
ち
物
」「
被
り
物
」　
173

「
笏
」と「
扇
」─
─
貴
族
正
装
の
必
須
ア
イ
テ
ム
　
174

◆ 

右
手
に
持
つ
板
片「
笏
」は
備
忘
録
？

◆ 

日
本
の
平
安
時
代
が
生
ん
だ「
扇
」文
化

文
様
─
─
日
本
な
ら
で
は
の
モ
チ
ー
フ
の
発
展
　
167

◆ 

五
行
思
想
と
生
活
様
式
・
自
然
環
境
を
も
と
に

◆ 「
有
職
文
様
」と
し
て
後
世
に
残
る
デ
ザ
イ
ン
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第   

章
６

平
安
時
代
の
身
だ
し
な
み
、美
人
の
条
件
　
185

「
長
い
黒
髪
」と「
化
粧
」─
─
男
性
が
と
き
め
く
身
だ
し
な
み
　
186

◆ 

身
長
を
超
え
る
髪
の
手
入
れ
の
大
変
さ

◆ 「
和
の
様
式
美
」が
確
立
し
た
平
安
の
化
粧

「
冠
」と「
立
烏
帽
子
」─
─
正
装
と
普
段
着
で
使
い
分
け
　
177

◆ 

身
分
で
細
か
く
規
定
が
あ
っ
た「
冠
」の
種
類

◆ 

武
家
の
登
場
で「
烏
帽
子
」が
多
様
化

不
美
人
の
条
件
─
─
文
献
・
絵
巻
か
ら
わ
か
る
こ
と
　
189

◆ 

紫
式
部
が
細
か
く
不
美
人
を
描
写
！？

◆ 

ヘ
ア
ス
タ
イ
ル
に
自
由
度
が
な
い
時
代

「
笠
」と「
髪
飾
り
」─
─
女
性
の
頭
部
を
彩
っ
た
も
の
　
180

◆ 
女
性
が
外
出
時
に
被
っ
た
市
女
笠
・
綾
藺
笠

◆ 「
髪
飾
り
」よ
り
、
長
い
垂
髪
の
美
し
さ
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第   

章
８

平
安
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
　
207

色
彩
の
美
し
さ
─
─
俗
化
す
る
こ
と
な
く
伝
わ
っ
た
１
０
０
０
年
の
美
　
208

◆ 

武
な
ぜ
現
代
に
美
し
い
ま
ま
残
っ
た
か

◆
日
本
独
自
の「
国
風
文
化
」に
変
化
し
た
こ
と

◆
自
然
と
共
存
し
た
カ
ラ
ー
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト

第   

章
７

武
士
の
登
場
で
身
軽
に
な
っ
た
衣
裳
　
197

小
袖
─
─
下
着
か
ら
装
束
の
ア
イ
テ
ム
に
格
上
げ
　
198

◆ 

武
士
へ
の「
見
栄
」で
貴
族
の
衣
裳
が
変
化

◆ 

女
性
貴
族
は
寒
さ
対
策
で「
小
袖
」を
愛
用

「
直
垂
」と「
大
鎧
」─
─
武
士
が
発
展
さ
せ
た
服
飾
文
化
　
202

◆ 

庶
民
の
服
か
ら
武
家
装
束
に
な
っ
た「
直
垂
」

◆ 

男
性
の
美
へ
の
探
求
心
が
結
実
し
た「
大
鎧
」

男
性
の
化
粧
─
─
ス
テ
ー
タ
ス
の
象
徴
だ
っ
た
　
192

◆ 

白
粉
・
紅
・
眉
・
お
歯
黒
の
公
家
男
性

◆ 

平
安
男
性
は
現
代
で
も
オ
シ
ャ
レ
な
は
ず
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補
　
章

年
中
行
事
と
通
過
儀
礼
　
219

年
中
行
事
─
─
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
貴
族
の
責
務
　
220

通
過
儀
礼
─
─
誕
生
、
結
婚
か
ら
長
寿
の
祝
い
ま
で
　
240

自
然
と
美
─
─
現
代
に
残
し
た
い
平
安
の
セ
ン
ス
　
214

◆ 
受
け
取
り
た
い
3
つ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

◆ 
今
こ
そ
平
安
文
化
を
思
い
出
し
た
い

色
彩
の
美
し
さ
─
─
俗
化
す
る
こ
と
な
く
伝
わ
っ
た
千
年
の
美

◆ 

な
ぜ
現
代
に
美
し
い
ま
ま
残
っ
た
か

◆
日
本
独
自
の「
国
風
文
化
」に
変
化
し
た
こ
と

◆
自
然
と
共
存
し
た
カ
ラ
ー
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト

【
50
音
順
】 

難
読
フ
ァッ
シ
ョン
用
語
の
読
み
方
と
意
味

 

①【
あ
】  

96
／ 

②【
か
】  

122
／ 

③【
さ
】  

140
／  
④【
た
】【
な
】  

158
／ 

⑤【
は
】  

196
／ 

⑥【
ま
】〜【
わ
】  

218

藤
原
道
長
関
係
系
図
　
246

平
安
時
代
・
略
年
表
　
248

参
考
文
献
　
250

あ
と
が
き
　
253



国
風 

日
本
独
自
の
発
展

22

承平6（936）年、『九
く

条
じょう

殿
どの

記
き

』に初めて「束帯」の名が登場（奈
良時代の朝服が大きく寛容になり、形を整えて成立したもの）。
年々、袖口や裾の広さに加え下襲の長さも拡大し、何度も規制
された。 ※平安末期には、糊を貼った強装束（こわしょうぞく）になる。

垂
す い

纓
えいの

冠
か ん

縫
ほ う

腋
えきの

袍
ほ う

飾
か ざ

剣
た ち

襴
ら ん

 襪
しとうず

 

 笏
しゃく

 

 帖
たとう

紙
が み

 

平
ひ ら

緒
お

蟻
あ り

先
さ き

 表
うえの

袴
はかま

 

大
お お

口
ぐ ち

袴
ばかま

 

※各々のアイテムの
形状は第3章の束帯
着装順（図解）を参照

文ぶ

ん

官か

ん

束そ

く

帯た

い



国
風
フ
ァ
ッ
シ
ョン

23

 冠
かんむり

の纓
え い

石
せ き

帯
た い

下
し た

襲
がさね

の裾
き ょ

下襲の裾の高欄がけ
※『年中行事絵巻』より著者作画

バックスタイル



国
風
フ
ァ
ッ
シ
ョン

24

平安中期の公家武官四位以下の束帯。袍が闕
けっ

腋
てき

（動きやすくするた
めか脇が縫い合わされていないのが特徴）。三位以上の公卿は儀仗
の際を除き、縫

ほう

腋
えきの

袍
ほう

を着用した。垂纓冠で緌
おいかけ

（冠につけて顔の左右
を覆うもの）はかけない。六位以下の武官は細

さい

纓
えいの

冠
かん

を付ける。

巻
け ん

纓
えいの

冠
か ん

　緌
おいかけ

　
箭

や

弓
ゆ み

太
た

刀
ち

裾
き ょ

闕
け っ

腋
てきの

袍
ほ う

平
ひ ら

緒
お

 帖
たとう

紙
が み

 笏
しゃく

檜
ひ

扇
おうぎ

 

　表
うえの

袴
はかま

　

　鞾
かのくつ

　

武ぶ

官か

ん

束そ

く

帯た

い



国
風
フ
ァ
ッ
シ
ョン

25

間
ま

塞
ふたぎ

 

平
ひ ら

胡
や な

籙
ぐ い

石
せ き

帯
た い

裾
き ょ

※�表袴の形状は、第3
章の束帯着装順の図
解（P148）を参照

闕腋袍

前

後

バックスタイル



国
風
フ
ァ
ッ
シ
ョン

26

唐
か ら

衣
ぎ ぬ

 五
いつつ

衣
ぎ ぬ

裳
も

鬢
び ん

そぎ

檜
ひ

扇
おうぎ

 

打
う ち

衣
ぎ ぬ

 単
ひとえ

 

張
は り

袴
ばかま

（打
う ち

袴
ばかま

）

女に
ょ
う

房ぼ

う

装し
ょ
う

束ぞ

く

※�各々のアイテムの形状は第3章の　　
束帯着装順（図解）を参照



国
風
フ
ァ
ッ
シ
ョン

27

女性の正装、袴
はかま

の上に単
ひとえ

を着用し、その上に何枚もの衣
を重ねる。重ねの色目、襲

かさね

の色目は季節や行事で規定が
ある。女性が公式の場所に出る機会が減り、後宮での服
装のため、公服でありながら私服的な感覚もある。

裳
も

裳
も

の引
ひ き

腰
ご し

バックスタイル



第   

章
４

代
表
的
な
色
・
文
様
の
使
い
方 



160

※布に関する場合は「縦横」でなく、「経緯」を用いるのが一般的である。

◆
四
季
の
変
化
に
呼
応
し
た「
多
彩
な
色
彩
」

　

平
安
時
代
と
聞
い
て
「
十

じ
ゅ
う

二に

単ひ
と
え」
を
連
想
さ
れ
る
方
も
多
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
次
に
思
い
浮
か
ぶ
の
が
、
そ
の

袖
口
や
襟
元
の
「
色
か
さ
ね
の
美
し
さ
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
前
章
で
も
述
べ
た
が
、
平
安
時
代
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン

の
最
大
の
魅
力
は
、
華
や
か
で
優
雅
な
カ
ラ
ー
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
そ
れ
は
男
性
・
女
性
両
方
に
指
摘

で
き
る
。

　

平
安
朝
装
束
の
色
に
は
、「
染そ

め

色い
ろ

」「
織お

り

色い
ろ

」「
か
さ
ね
の
色
目
」
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

「
染
色
」
と
は
、
白
絹
織
物
を
染
料
で
染
め
る
色
彩
表
現
で
、
当
時
は
す
べ
て
草
木
染
め
で
あ
る
。

「
織
色
」
と
は
、
先さ

き

染ぞ
め（
糸
の
状
態
で
染
色
）の
経た

て

糸い
と

と
緯よ

こ

糸い
と

で
一
枚
の
布
を
折
り
上
げ
る
色
を
さ
す
。
経た

て

緯よ
こ

そ
れ
ぞ

れ
異
な
る
色
に
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

「
か
さ
ね
の
色
目
」
は
2
種
類
あ
り
、
袷

あ
わ
せ

仕
立
て
の
「
衣
」
の
表
裏
の
裂き

れ

を
重
ね
合
わ
し
た
色
を
指
す
場
合
と
、
装

束
と
し
て
そ
の
衣
を
何
枚
も
重
ね
着
し
て
そ
の
表
に
あ
ら
わ
れ
る
衣
色
の
配
列
を
指
す
場
合
で
あ
る
。
本
書
で
は
、

カ
ラ
ー
図
解
作
成
の
際
に
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
『
新
版 
か
さ
ね
の
色
目　

平
安
の
配
彩
美
』（
長
崎
盛
輝
著
、

青
幻
舎
）に
従
い
、
前
者
に
「
重
ね
」、
後
者
に
「
襲か

さ
ね

」
の
文
字
を
当
て
さ
せ
て
い
た
だ
き
、「
重
ね
の
色
目
」「
襲
の

色
目
」
と
表
記
す
る
こ
と
と
す
る
。

か
さ
ね
の
色
目
│
│ 

袖
口・
襟
元
の
美
し
さ
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第４章●代表的な色・文様の使い方

　

で
は
、
男
女
と
も
に
気
を
遣
っ
た
「
か
さ
ね
の
美
」
と
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
？

　

た
だ
単
に
美
し
い
配
色
、
カ
ラ
ー
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
配
色
に
四
季
折
々
の

植
物
名
を
つ
け
、
季
節
感
と
そ
の
植
物
の
風
情
を
取
り
入
れ
て
装
い
を
楽
し
ん
だ
。
ま
た
、
歌
詠
み（
和
歌
）を
大
切

な
教
養
と
し
て
い
た
貴
族
た
ち
に
と
っ
て
四
季
折
々
の
植
物
を
愛
で
る
こ
と
、
自
然
の
移
ろ
い
に
敏
感
で
い
る
こ
と

は
生
活
の
一
部
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

『
枕
草
子
』
の
中
に
も
、
植
物
や
虫
の
名
は
多
く
登
場
し
、
清
少
納
言
も
実
に
よ
く
観
察
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
四

季
だ
け
で
な
く
十
二
ヶ
月
・
二に

十じ
ゅ
う

四し

節せ
っ

気き

・
七し

ち

十じ
ゅ
う

二に

候こ
う

の
微
細
な
気
候
環
境
に
呼
応
し
た
多
彩
な
色
彩
も
観
察
し

て
生
活
の
中
で
生
ま
れ
た
の
が
、「
か
さ
ね
の
色
目
」
で
あ
る
。

◆
5
つ
の
基
本
色
「
青
」「
蘇
芳
」「
萌
黄
」「
紅
梅
」「
朽
葉
」

　

ま
ず
、
袷

あ
わ
せ

仕
立
て
の
「
衣
」
の
表
裏
の
裂
を
重
ね
合
わ
し
た
色
「
重
ね
の
色
目
」
だ
が
、
当
時
の
衣
は
、
真
夏
以

外
は
す
べ
て
袷
で
、
袖そ

で

口ぐ
ち

・
襟え

り

元も
と

・
裾す

そ

な
ど
で
裏
が
表
に
僅わ

ず

か
に
の
ぞ
い
て
い
た
。
少
し
見
え
る
裏
と
広
い
面
積
を

占
め
る
表
地
と
の
配
色
が
、
楽
し
み
と
な
っ
た
の
だ
。

　

た
だ
、
当
時
の
絹
は
現
在
の
も
の
よ
り
も
薄
か
っ
た
た
め
、
表
が
白
や
薄
い
色
の
場
合
は
、
裏
地
の
色
が
表
に

反
映
す
る
。
表
地
の
白
色
に
裏
地
の
赤
色
が
ほ
の
か
に
透す

け
て
、
夕
陽
に
映
え
る
桜
の
美
し
さ
を
象
徴
し
て
お
り
、

「
桜
か
さ
ね
」
と
称
し
て
い
る
。
な
ん
と
粋
な
ネ
ー
ミ
ン
グ
な
の
だ
ろ
う
。
平
安
朝
の
貴
族
達
の
自
然
と
の
関
わ
り

方
、
観
察
眼
を
見
習
い
た
い
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
桜
が
さ
ね
」
で
あ
る
が
、
平
安
朝
文
学
に
も
男
性
・
女
性
問
わ
ず
多
く
登
場
す
る
が
、
五

い
つ
つ

衣ぎ
ぬ

の
「
襲
の
色
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※印刷上、実際の色と多少のずれがあることをご容赦いただきたい。

目
」
に
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
裏
地
の
色
に
関
し
て
も
赤
色
以
外
に
葡え

萄び

色い
ろ

・
二ふ

た

藍あ
い

な
ど
の
諸
説
あ
る
よ
う
だ
が
、

私
と
し
て
は
赤
色
が
一
番
し
っ
く
り
く
る
合
わ
せ
方
だ
と
確
信
し
て
い
る
。

　

次
頁
の
「
重
ね
の
色
目
と
基
本
色
」
で
は
、
季
節
ご
と
の
代
表
的
な
重
ね
の
色
目（『
枕
草
子
』や『
紫
式
部
日
記
』

な
ど
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
色
目
）を
中
心
に
紹
介
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
組
み
合
わ
せ
や
色
の
配
合
に
つ
い
て

は
諸
説
あ
る
。
こ
れ
ら
は
ご
く
一
部
で
実
際
に
は
1
0
0
を
超
え
る
「
重
ね
の
色
目
」
の
組
み
合
わ
せ
が
あ
る
。

平
安
貴
族
が
い
か
に
日
本
の
四
季
と
共
に
生
き
、
自
然
を
愛め

で
て
い
た
か
が
窺う

か
が

え
る
。

　

男
性
の
場
合
は
、
女
性
の
よ
う
に
五
衣
を
着
用
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
、
直の

う

衣し

と
出

い
だ
し

衣ぎ
ぬ

や
狩
衣
の
袖
付
け
の
あ
き

か
ら
覗の

ぞ

く
下
の
衣
と
の
配
色
で
重
ね
の
色
目
を
楽
し
ん
だ
よ
う
だ
。

　

こ
れ
ら
「
か
さ
ね
の
色
目
」
の
中
心
と
な
る
基
本
色
と
し
て
の
5
色
を
紹
介
す
る
。
色
目
は
次
頁
の
カ※

ラ
ー
図
解

を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
青あ

お　
　

 

平
安
時
代
は
、
キ
ハ
ダ（
黄
蘗
）な
ど
で
下
染
め
し
た
上
に
藍
を
か
け
て
色
を
作
っ
た
。
や
や
青
み
が
か
っ

た
緑
。
現
在
の
青
は
、
当
時
で
は
縹は

な
だ

と
呼
ば
れ
る
色
に
当
た
る
。

　
蘇す

芳お
う　

 

マ
メ
科
の
熱
帯
植
物
ス
オ
ウ
か
ら
採
取
し
た
染
料
で
染
め
、
濃こ

き

蘇す
お
う芳
は
黒
っ
ぽ
い
赤
紫
、
中な

か

蘇ず
お
う芳
は
鮮
や

か
な
赤
紫
に
近
い
ピ
ン
ク
で
、
淡う

す

蘇す
お
う芳
は
紫
味
の
ピ
ン
ク
で
あ
る
。

　
萌も

え

黄ぎ　

 

黄
緑
色
で
語
感
か
ら
若
向
き
の
色
と
さ
れ
、
こ
の
萌
黄
の
入
る
組
み
合
わ
せ
は
若
者
向
け
と
な
る
場
合
が

多
い
。

　
紅こ

う

梅ば
い　

紅
梅
の
花
の
色
に
似
て
、
か
す
か
に
紫
味
を
含
ん
だ
淡
い
紅
の
色
を
い
う
。

　
朽く

ち

葉ば　

黄
色
い
落
ち
葉
を
指
す
色
で
、
平
安
時
代
は
赤
み
が
か
っ
た
黄
色
を
さ
す
。
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重ねの色目と基本色
「重」と「襲」色目と基本色（図解）
※重ねの色目
袷仕立ての衣の表裏の裂を重ね合わせた色を指すかさね色目（例）

四季通用 松重

紅梅

夏

春

秋

冬

表紅梅・裏蘇芳 表白・裏赤花

表淡朽葉・裏黄 表薄色・裏萌黄

表濃紅・裏紅梅 表淡青・裏淡青

表淡萌黄・裏淡紅梅

表二藍・裏濃青

表蘇芳・裏赤 表白・裏紅梅 表白・裏白

表青・裏紫

表青・裏濃紅梅 表淡紅・裏青 表朽葉・裏青

表経青横黄・裏青 表黄・裏白

四季通用 今様色

表紅梅・裏濃紅梅

杜若

桔梗

椿

桜（重） 柳重梅重

山吹 藤

菖蒲 若菖蒲 花橘

女郎花 残菊

雪の下 氷

基本色

青

蘇芳

萌黄

紅梅

朽葉

重ねの色目
袷仕立ての衣の表裏の裂を重ね合わせた色を指すかさね色目（例）
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貴
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り
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」
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◆
右
手
に
持
つ
板
片
「
笏
」は
備
忘
録
？

　

平
安
貴
族
の
持
ち
物
で
あ
る
が
、
階
級
や
使
用
機
会
に
よ
っ
て
形
状
や
材
質
が
違
う
も
の
と
し
て
笏し

ゃ
く

が
あ
る
。
6

世
紀
、
欽
明
天
皇
の
時
代
に
伝
来
し
た
と
さ
れ
る
。

　

中
国
で
は
「
コ
ツ
」
と
呼
ば
れ
、
紀
元
前
の
周
の
時
代
か
ら
使
わ
れ
て
い
る
。
日
本
で
は
音
が
「
骨
」
に
通
じ
る
こ

と
を
嫌
い
、
ま
た
当
時
、
長
さ
が
1
尺
だ
っ
た
た
め
「
シ
ャ
ク
」
と
発
音
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
儀
式

の
複
雑
化
に
従
い
、
備
忘
の
た
め
の
式
次
第
な
ど
の
覚
書
の
役
目
と
し

て
用
い
る
こ
と
も
あ
っ
た
細
長
い
板
で
あ
る
。
礼
服
・
束
帯
・
布ほ

う
こ袴
着

用
時
に
右
手
に
持
つ
板
片
で
あ
り
、
形
状
の
差
を
以
下
に
イ
ラ
ス
ト
で

示
す
。

　

礼ら
い

服ふ
く（
平
安
朝
中
期
か
ら
天
皇
の
即
位
の
際
の
み
着
用
と
な
っ
た
袞こ

ん

冕ぺ
ん

十
二
章
）の
際
の
材
質
は
象ぞ

う

牙げ

製
で
、
束
帯
・
布ほ

う

袴こ

の
際
は
、
木
製

で
あ
る
。
イ
チ
イ（
一
位
）の
板
目
が
最
上
で
、
柊

ひ
い
ら
ぎや

桜
な
ど
の
板
目
が

良
い
と
さ
れ
る
。
神
職
は
装
束
に
関
係
な
く
木
尺
と
常
用
す
る
。

　

形
状
は
、
天
皇
の
通
常
用
は
上
下
と
も
方
形
、
臣
下
の
慶け

い

事じ

用よ
う

が
上

笏の違い

「
笏
」と「
扇
」│
│ 

貴
族
正
装
の
必
須
ア
イ
テ
ム

天
皇
通
常
用

臣
下
慶
事
用
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方
下
円
と
な
る
。

　

た
だ
し
、
長
さ
は
1
尺
と
は
限
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。

◆
日
本
の
平
安
時
代
が
生
ん
だ「
扇
」
文
化

　

次
に
「
扇
」
で
あ
る
。

　

笏
か
ら
派
生
し
た
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
檜ひ

扇お
う
ぎと
蝙か

わ

蝠ほ
り

扇
の
2
種
類
が

あ
る
。
檜
扇
は
元が

ん

慶ぎ
ょ
う

元（
8
7
7
）年
と
記
さ
れ
た
も
の
が
発
見
さ
れ
た
も

の
が
最
古
と
さ
れ
る
。
当
初
は
男
性
が
用
い
、
女
性
は
奈
良
時
代
か
ら
使

用
し
て
い
た
「
は
し
ば
」
と
い
う
団
扇
の
一
種
を
継
続
使
用
し
て
い
た
。

平
安
中
期
あ
た
り
か
ら
女
性
も
使
い
始
め
、
宮
中
の
女
官
や
女
房
達
が
常

用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。

　

檜
の
薄
片
を
末
広
が
り
に
綴つ

づ

り
合
わ
せ
、
手
元
に
要か

な
め

を
つ
け
、
先
を
絹

の
練
糸
で
編
み
綴
っ
た
板
扇
で
、
表
に
彩
絵
や
金
銀
箔
を
施
し
、
束
帯
な

ど
公
の
儀
式
の
際
の
持
ち
物
に
な
っ
た
。

国
風
文
化
の
中
で
優
雅
で
繊
細
な
装
飾
性
が
加
わ
り
、
骨
の
数
も
多
く

な
り
、
草
花
や
人
物
な
ど
が
描
か
れ
た（
鎌
倉
時
代
以
降
に
綴
じ
糸
の
余

り
を
親お

や

骨ぼ
ね

の
上
端
か
ら
垂
ら
す
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
、
江
戸
時
代
の

十
二
単
で
は
色
鮮
や
か
な
長
い
紐
を
扇
に
巻
き
付
け
て
持
っ
て
い
る
）。

扇の種類

檜扇蝙蝠扇
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平
安
中
期
で
は
、
骨
の
数
が
官
位
で
差
が
あ
り
、
殿
上
人
が
23
本
、
公

卿
が
25
本
だ
っ
た
よ
う
だ
が
、
後
に
全
て
25
本
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

「
衵

あ
こ
め

扇お
う
ぎ」
と
い
う
名
も
女
性
貴
族
が
「
衵
」
を
着
用
時
に
登
場
す
る
が
、

基
本
的
に
は
檜
扇
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
衵
扇
も
檜
扇
も
季
節
的
に
は
冬

の
も
の
で
あ
る
。

　

蝙
蝠
扇
は
、
平
安
時
代
に
檜
扇
に
次
い
で
作
ら
れ
始
め
た
扇
で
、
紙
製

で
骨
は
竹
製
で
片
面
に
地
紙
と
い
う
扇
面
用
紙
を
貼
っ
た
片
貼
扇
で
あ

り
、
当
初
の
骨
の
数
は
5
本
ぐ
ら
い
で
あ
っ
た
。

　

紙
に
は
詩
歌
や
絵
が
描
か
れ
た
が
、
や
が
て
女
性
用
檜
扇
に
も
劣
ら
な

い
ほ
ど
華
や
か
な
も
の
も
登
場
し
、
骨
数
も
次
第
に
増
え
た
。
基
本
的
に

夏
、
直
衣
や
狩
衣
着
用
時
に
用
い
ら
れ
た
。

　

他
に
、
束
帯
・
衣
冠
・
直
衣
姿
な
ど
で
扇
を
挟
ん
で
懐
中
す
る
「
帖

た
と
う

紙が
み

」
が
あ
る
。
鼻
紙
や
、
即
興
で
和
歌
な
ど

を
書
く
た
め
に
用
い
た
。
縦
30
セ
ン
チ
・
横
40
セ
ン
チ
く
ら
い
の
大
き
さ
が
あ
り
、
位
階
に
よ
り
色
、
枚
数
、
折
り

方
な
ど
に
規
定
が
あ
っ
た
。
現
在
の
懐か

い

紙し

の
よ
う
な
も
の
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。
の
ち
に
装
飾
的
な
も
の
と
し
て

扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
女

お
ん
な

踏と
う

歌か

の
舞
姫
も
右
手
に
檜ひ

扇お
う
ぎ、

左
手
に
帖
紙
を
持
ち
、
舞
っ
て
い
る
姿
が
『
年
中
行
事

絵
巻
』
に
も
描
か
れ
て
い
る
。

　

女
踏
歌
と
は
、
平
安
時
代
か
ら
1
月
16
日
に
宮
中
で
行
な
わ
れ
た
「
踏
歌
の
節
会
」
で
、
40
人
の
舞
姫
が
足
で
地

面
を
踏
み
な
が
ら
新
年
を
祝
う
も
の
で
あ
る
。

※『年中行事絵巻』母屋大饗での
紫宸殿での踏歌より著者作画

女踏歌の舞姫
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◆
身
分
で
細
か
く
規
定
が
あ
っ
た「
冠
」の
種
類

　

こ
こ
か
ら
は
「
冠
」
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

　

衣
冠
束
帯
の
着
用
時
、
頭
に
か
ぶ
る
物
で
、
雑ざ

っ

袍ぽ
う

聴ち
ょ
う

許き
ょ（

勅
許
に
よ
っ
て
日
常
着
で
あ
る
直
衣
を
許
さ
れ
た
）の

場
合
、
冠

こ
う
ぶ
り

直の
う

衣し

と
な
り
直
衣
で
も
晴
の
時
に
用
い
ら
れ
、
黒
の
羅ら

で
作
ら
れ
る
。
構
成
は
三
つ
の
部
分
に
分
か
れ
、

頭
に
被
る
部
分
と
、
巾こ

子じ

と
い
う
髷

も
と
ど
りを
納
め
る
部
分
、
纓え

い

と
い
う
背
中
に
た
ら
す
長
細
い
薄
布
と
な
る
。

　

材
質
は
五
位
以
上
が
有
紋
で
四よ

つ

菱び
し

紋も
ん

と
な
り
、
六
位
以
下
は
無
紋
で
あ
る
。
ま
た
、
武
官
と
文
官
で
纓
の
形
状
が

変
わ
り
、
天
皇
以
下
、
文
官
は
纓
を
そ
の
ま
ま
下
に
垂
ら
し
た
垂す

い

纓え
い
の

冠か
ん

を
被
る
。
纓
は
巾こ

子じ

の
下
方
の
纓
壺
に
纓

の
先
に
つ
け
た
棒
状
の
も
の
を
差
し
込
む
仕
様
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
纓
壺
は
院
政
時
代
か
ら
と
す
る
説

も
あ
る
。

　

平
安
時
代
は
、
巾
子
に
髷
を
入
れ
て
、
固
定
す
る
た
め
に
笄

こ
う
が
い（
簪

か
ん
ざ
しと
も
い
う
）を
差
し
込
ん
で
い
た
た
め
、
あ
ご

の
下
で
使
う
掛か

け

緒お

は
使
用
し
て
い
な
い
。
江
戸
時
代
以
降
の
天
皇
は
纓
が
上
が
っ
た
ま
ま
の
立

り
ゅ
う

纓え
い
の

御お
ん

冠か
ん
む
りと
な
り
、

今
上
天
皇
も
即
位
の
礼
で
強こ

わ

装し
ょ
う

束ぞ
く

の
束
帯
に
立
纓
御
冠
の
お
姿
だ
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
、
纓
を
内
巻
き
に
し
て
纓え

挾ば
さ
みと

い
う
黒
漆
塗
り
の
切
れ
込
み
を
入
れ
た
木
片
で
留
め
る
タ
イ
プ
の
冠

を
巻け

ん

纓え
い
の

冠か
ん

と
い
い
、
武
官
が
着
用
し
た
。
地じ

下げ

人に
ん（
昇
殿
許
可
の
な
い
）武
官
や
六
位
の
蔵

く
ろ
う

人ど（
蔵
人
は
六
位
で
も
殿て

ん

「
冠
」と「
立
烏
帽
子
」│
│ 

正
装
と
普
段
着
で
使
い
分
け
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上じ
ょ
う

人び
と

）は
幅
の
狭
い
細
纓
を
同
じ
く
内
側
に
巻
き
上
げ
て
着
用
し
、
細さ

い

纓え
い
の

冠か
ん

と
呼
ば
れ
た
。

　

武
官
の
被
る
冠
に
は
、
な
ぜ
付
け
ら
れ
た
の
か
理
由
が
定
か
で
な
い
緌

お
い
か
けと
い
う
馬
の
毛
を
ブ
ラ
シ
の
よ
う
に
束
ね

扇
形
に
開
い
た
飾
り
を
付
け
た（
目
な
ど
顔
を
守
る
た
め
か
、
威
嚇
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
）。
緌
に
は
紐
が
付
い
て

お
り
、
文
官
よ
り
も
運
動
量
の
多
い
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
多
い
武
官
に
は
、
冠
を
よ
り
強
固
に
固
定
す
る
役
割
も

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

◆
武
家
の
登
場
で「
烏
帽
子
」が
多
様
化	

　

こ
の
よ
う
に
、
冠
は
儀
式
な
ど
で
の
正
装
ま
た
は
略
正
装
で
の
被
り
物
で
あ
っ
た
が
、
貴
族
の
略
礼
で
あ
る
普
段

の
装
束
の
直
衣
や
狩
衣
の
際
に
被
っ
て
い
た
の
が
、
立た

て

烏え

帽ぼ

子し

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
烏
帽
子
は
、
冠
に
次
ぐ
男
性
の

冠の種類

巻纓冠

垂纓冠

細纓冠
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被
り
物
で
、
中
国
の
圭

は
し
は

冠こ
う
ぶ
りが
変
化
し
て
平
安
時
代
中
頃
に
登
場
し
た
。

　

室
町
時
代
以
前
の
日
本
で
は
、
公
家
だ
け
で
な
く
庶
民
の
男
性
も
頭
頂
を
露
出
す
る
こ
と
は
非
常
に
恥
ず
か
し
い

行
為
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
公
家
に
至
っ
て
は
、
就
寝
時
も
烏
帽
子
を
か
ぶ
っ
て
い
る
様
子
が
絵
巻
に
多
数
描
か

れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
天
皇
、
皇
太
子
は
常
に
宮
中
に
い
る
た
め
、
冠
を
着
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

烏
帽
子
は
基
本
黒
で
、
材
質
は
様
々
で
あ
っ
た
。
最
初
の
頃
は
柔
ら
か
い
素
材
だ
っ
た
が
、
平
安
後
期
の
院
政
期

以
降
に
服
装
が
強
装
束
化
す
る
に
つ
れ
て
、
漆
で
塗
り
固
め
た
も
の
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
。
上
の
イ
ラ
ス
ト
右
下

の
掛
紐（
懸か

け

緒お

と
も
い
う
）は
烏
帽
子
を
固
定
す
る
た
め
の
紐
で
あ

る
。
本
来
は
掛
紐
な
し
に
、
小こ

結ゆ
い

と
い
う
内
側
に
つ
け
た
紐
を
髷
の

根
元
に
結
び
つ
け
て
固
定
し
て
い
た
。

　

そ
の
他
の
烏
帽
子
の
種
類
で
あ
る
が
、「
敬
」
と
い
う
烏
帽
子
正

面
中
央
に
作
ら
れ
た
凹
み
を
作
ら
ず
に
ス
ト
レ
ー
ト
タ
イ
プ
で
、
身

分
の
低
い
人
々
が
被
っ
た
平ひ

礼れ

烏
帽
子
、
ま
た
一
般
庶
民
の
男
性
や

武
家
が
兜
の
下
に
被
っ
た
萎な

え

烏
帽
子（
梨な

子し

打う
ち

烏
帽
子
と
も
い
う
）と

い
う
漆
を
塗
ら
な
い
柔
ら
か
い
烏
帽
子
も
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
院
政
期
に
武
家
が
登
場
し
て
く
る
と
、
動
き
を
妨
げ
な

い
よ
う
に
立
烏
帽
子
を
複
雑
に
折
り
曲
げ
て
形
を
作
り
、
上
部
に
三

角
形
が
見
え
る
タ
イ
プ
の
侍
烏
帽
子
、
ま
た
天
皇
の
座
を
退
い
た
上

皇
や
武
家
ま
で
広
い
範
囲
で
用
い
ら
れ
た
風か

ざ

折お
り

烏
帽
子
が
あ
る
。
立

立烏帽子の名称

峰

敬

眉

縁

掛紐

正面のくぼみ
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烏
帽
子
の
峰
を
右
折
に
し
た
も
の
が
上
皇
用
で
、
左
折
は
そ
れ
以
外
の
人
々
が
着
用
し
た
。

◆
女
性
が
外
出
時
に
被
っ
た
市
女
笠
・
綾
藺
笠

　

女
性
が
外
出
時
に
被
っ
た
も
の
と
し
て
、
ま
ず
「
笠
」
が
あ
る
。
代
表
的
な
も
の
は
、
市い

ち

女め

笠が
さ

と
綾あ

や

藺い

笠が
さ

で
あ
る
。

ど
ち
ら
も
男
性
も
女
性
も
被
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
絵
巻
等
で
見
る
限
り
、
市
女
笠
は
女
性
、
綾
藺
笠
は
男
性
に
多

く
、
流や

ぶ
さ
め

鏑
馬
な
ど
の
行
事
や
祭
り（
祭
り
の
際
は
女
性
も
被
っ
て
舞
っ
て
い
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
）の
際
に
装
飾
し

平礼烏帽子

萎烏帽子（梨子打烏帽子）

侍烏帽子

風折烏帽子

「
笠
」と「
髪
飾
り
」│
│
女
性
の
頭
部
を
彩
っ
た
も
の

その他の烏帽子の種類続
き
は
書
籍
『

イ
ラ
ス
ト
で
見
る
平
安
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
世
界
』
に
て
お
読
み
い
た
だ
け
ま
す
。
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