
へ
い
あ
ん
じ
だ
い
の
ふ
く
そ
う

３

平
安
時
代
の
服
装

知
る

■
平
安
時
代
の
服
装
と
は
？

平
安
貴
族
た
ち
の
服
装
は
、
延
暦
十
三(

七
九
四)

年
に
都
が
平
安
京

に
移
っ
て
か
ら
百
年
ほ
ど
の
間
は
唐
文
化
の
影
響
が
強
く
、
奈
良
時
代

以
来
の
唐
風
の
服
装
を
使
用
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
九
世
紀
後
半

に
な
る
と
、
唐
の
文
化
に
憧
れ
な
が
ら
も
、
日
本
の
自
然
環
境
に
順
応

し
た
生
活
様
式
を
形
成
し
、
服
装
も
ま
た
独
自
の
形
式
を
生
み
出
し
て

い
き
ま
す
。
そ
れ
が
絵
巻
物
や
祭
礼
等
で
よ
く
見
る
「
束
帯
」
や
「
女

房
装
束(

十
二

単)

」
な
ど
で
あ
り
、
現
代
の
人
々
の
イ
メ
ー
ジ
す
る

じ
ゅ
う
に
ひ
と
え

平
安
時
代
の
服
装
と
は
こ
れ
ら
の
衣
装
を
指
し
て
い
ま
す
。

こ
の
頃
の
服
装
の
特
徴
は
、
曲
線
的
な
や
わ
ら
か
さ
と
重
ね
色
目
の

調
和
に
よ
る
優
雅
な
服
飾
美
に
あ
り
、
非
常
に
ゆ
っ
た
り
と
し
た
仕
立

て
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
王
朝
貴
族
の
生
活
が
座
る
こ
と
を

基
本
の
形
に
し
て
い
た
た
め
で
あ
り
、
ま
た
、
湿
度
が
高
く
蒸
し
暑
い

京
都
の
夏
に
理
由
が
あ
る
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

■
男
性
の
服
装

貴
族
の
男
性
が
朝
廷
で
着
用
す
る

も
正
式
な
服
装
は
束
帯
で
す
。

そ
く
た
い

布
袴

衣
冠

直
衣

そ
の
束
帯
に
次
ぐ
礼
服
に
は

や

が
あ
り

常
服
に
は

、

、

、

ほ

う

こ

い

か

ん

の

う

し

や

な
ど
が
あ
り
ま
す
。

狩
衣

か
り
ぎ
ぬ

こ
れ
ら
の
他
に
、
上
皇
な
ど
が
外
出
す
る
際
に
護
衛
と
し
て
つ
き
従

っ
た
近
衛
府
の
高
官
が
着
る
随
身
姿(

御
随
身)

や
、
身
分
の
低
い
武
官

こ

の

え

ふ

ず
い
じ
ん

の
正
装
で
あ
る

衣
、
傘
持
・
沓
持
な
ど
雑
役
に
従
事
し
た
仕
丁
が
着

褐か

ち

え

く
つ

し
ち
ょ
う

用
し
た
白

張
、
貴
族
の
元
服
前
の
男
児
が
着
用
し
た
水
干
、
も
と
も

は
く
ち
ょ
う

す
い
か
ん

と
は
、
庶
民
の
労
働
着
だ
っ
た
も
の
が
、
平
安
末
期
か
ら
武
士
の
日
常

着
と
な
っ
た
直
垂
、
更
に
は
僧
侶
が
着
た
袈
裟
や
平
家
物
語
を
弾
き
語

ひ
た
た
れ

け

さ

り
し
た
琵
琶
法
師
の
装
束
と
い
っ
た
も
の
が
当
時
の
男
性
の
代
表
的
な

服
装
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

束
帯
の
着
用
順
序

■
そ
く
た
い

次
の
よ
う
な
順
序
で
束
帯
は
着
用
さ
れ
ま
す
。

、

①
：
頭
に

冠

を
か
ぶ
る
。
白
色
の
小
袖(

肌
着)

を
着
て

垂

纓

す
い
え
い
の
か
ん
む
り

緋
色(

を
は
く
。
足
元
に
は

指
割
の
な

赤
系
の
色)

の

襪

(

大
口

ひ

い
ろ

お
お
ぐ
ち

し
と
う
ず

い
靴
下
の
よ
う
な
足
袋)

を
は
く
。

②
：
小
袖
の
上
に

を
着
し
、

を
は
お
り
、

を
は
く
。

単

衵

表

袴

ひ
と
え

あ
こ
め

う
え
の
は
か
ま

③
：

の
上
に
、
長
い
裾(

す
そ)

の
あ
る

を
更
に
着
る
。

衵

下

襲

あ
こ
め

き
ょ

し
た
が
さ
ね

④
：
下
襲
の
上
に
、

後
に

を
着
る
。

袍ほ
う

⑤
：

の
上
か
ら
石
帯(

ベ
ル
ト
の
よ
う
な
も
の)

を
締
め
、
太
刀
を

袍

せ
き
た
い

つ
り

平
緒(

腰
か
ら
前
に
垂
ら
す
飾
り
の
緒)

を
さ
げ

畳

紙

、

、

ひ

ら

お

た
と
う
が
み

(

詩
歌
の
詠
草
な
ど
を
記
す)

を
懐
に
い
れ
る

を
持
ち

浅
履

。

、

笏

え
い
そ
う

し
ゃ
く

あ
さ
ぐ
つ

(

木
製
の
黒
漆
塗
り
の
沓)

を
は
く
。

頭
に
巻

冠

を
か
ぶ
り
、
冠
の
左
右
に
は

武
官
の
場
合
は
、

纓

け
ん
え
い
の
か
ん
む
り

馬
の
毛
で
作
っ
た

と
腰
に
は
飾
矢
を
入
れ
る
平
胡

つ

緌

籙
を

お
い
か
け

ひ
ら
や
な
ぐ
い

け
る
。

…
冠
の
後
に
付
い
て
い
る
布
で
、
立
っ
て
い
る
の
が
立

、
垂
れ

纓

纓

え
い

り
ゅ
う
え
い

て
い
る
の
が
垂

、
巻
い
て
い
る
の
が
巻

。

纓

纓
で
す

す
い
え
い

け
ん
え
い
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、

、

、

大
口
…
下
袴
の
一
種
で

公
家
用(

赤
大
口)

武
家
用(

後
張
の
大
口)

お
お
ぐ
ち

幼
年
用(

前
張
の
大
口)

と
が
あ
り
ま
す
。

…
小
袖
の
上
か
ら
着
用
す
る
裏
の
な
い
一
重
の
衣
服
。

単
ひ
と
え

…
単
の
上
に
着
け
た
裏
付
き
の
衣
服
。
寒
暑
や
好
み
に
任
せ
て
数

衵
あ
こ
め

領
重
ね
た
も
の
を
衵

重
と
い
い
ま
す
。

あ
こ
め
か
さ
ね

…
重
ね
の
袴
の

上
に
つ
け
る
袴
。
束
帯
の
際
に
は
白
袴
を
使

表

袴

う
え
の
は
か
ま

用
。
裾
を
少
し
上
げ
赤
大
口
を
見
せ
ま
す
。

…
前
側
は
腰
ま
で
の
丈
で
後
側
の
裾(

す
そ)

が
長
い
衣
服
。
袴

下

襲

し
た
が
さ
ね

き
ょ

の
上
に
着
流
し
ま
す
。

…
束
帯
の
最
後

袍ほ
う

に

着

る

衣

服
。
袍
の
色

は

天

皇

が

櫨
染(

茶

黄こ
う

ろ

ぜ
ん

系
の
色)

、

東
宮(

皇
太

子)

が
黄
丹

お

う

に

(

橙

系

の

色)

、
上
皇

が

赤

、

諸

臣
は
四
位
以
上
が
黒

五
位
が
緋(

赤
系
の
色)

六
位
以
下
が

縹

、

、

あ
け

は
な
だ

(

青
系
の
色)

と
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
束
帯
姿
の
袍
に
は
、
文
官
お
よ
び
四
位
以
上
の
武
官
が

着
る
縫
腋
袍
と
、
そ
れ
以
下
の
武
官
が
着
る
闕
腋
袍
が
あ
り
ま

ほ
う
え
き
の
ほ
う

け
っ
て
き
の
ほ
う

す
。
こ
の
二
つ
に
は
縫
製
に
違
い
が
見
ら
れ
、
袖
丈
の
下
よ
り

裾
ま
で
が
全
て
縫
い
合
わ
さ
れ
て
い
る
も
の
が
縫
腋
袍
、
下
半

身
を
動
き
や
す
く
す
る
た
め
に
切
れ
目
が
入
れ
ら
れ
て
い
る
の

も
の
が
闕
腋
袍
で
す
。

○

…
赤
大
口
を
下
袴
に
、
表
袴
を
指
貫(

表
袴
よ
り
幅
広
で
座
り

布
袴

ほ

う

こ

さ
し
ぬ
き

や
す
く
、
裾
を
紐
で
絞
っ
て
い
る)

に
替
え
た
も
の
。

○

…
束
帯
の
略
装
で
、
束
帯
が
昼

装

束
と
呼
ぶ
の
に
対
し
て

衣
冠

い

か

ん

ひ
の
し
ょ
う
ぞ
く

宿

装

束
と
い
わ
れ
ま
し
た
が
、
や
が
て
平
常
の
参
内
等
に

と
の
い
し
ょ
う
ぞ
く

も
着
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
赤
大
口
を
は
か
ず
下

・
太

袴
を
は
き
、
表
袴
は
指
貫
に
替
え
ま
す
。
下
襲
・
石
帯

は
用
い
ず
、

檜
扇(

夏
は
蝙
蝠)

を

刀
・
襪

笏
の
代
わ
り
に

し
と
う
ず

か
わ
ほ
り

持
ち
、
垂

冠
を
か
ぶ
り
ま
す
。

纓

○

…
貴
族
が
日
常
着
と
し
て
採
用
し
た
私
服
。
衣
冠
と
形
態
は
似

直
衣

の

う

し

て
い
ま
す
が
、
袍
の
一
種
で
あ
る
直
衣(

色
の
決
ま
り
が
な

い)

を
着
用
し
ま
す
。
日
常
で
は
冠
の
代
わ
り
に
烏
帽
子
を

え

ぼ

し

か
ぶ
る
時
も
あ
り
ま
す
。

○

…
貴
族
の
略
装
で
、
も
と
も
と
狩
猟
に
用
い
る
衣
服
。
衣
冠
と

狩
衣

か
り
ぎ
ぬ

形
態
は
似
て
い
ま
す
が
、
袍
の
一
種
で
あ
る
狩
衣
を
使
用
し

ま
す
。
こ
の
狩
衣
は
、
袍
よ
り
身
幅
が
狭
く
、
袖
の
後
側
の

肩
先
だ
け
を
縫
い
つ
け
、
あ
と
は
明
け
開
い
た
ま
ま
の
状
態

で
仕
立
て
ら
れ
て
お
り
、
袖
口
に
は
ひ
も(

く
く
り
緒)

が
通

さ
れ
て
い
ま
す
。

■
女
性
の
服
装

貴
族
の
女
性
が
、
朝
廷
で
着
用
す
る
正
式
な
服
装
を
女
房
装
束
と
い

い
、
近
世
以
降
、
衣
を
十
二
枚
着
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
た
め
、
一
般

に
十
二
単
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、

貴
族
の
女
性
の
常
服
に
は

が
あ
り
ま
す
。

小
袿
姿

こ
う
ち
き

こ
れ
ら
の
他
に
は
、
公
家
や
上
流
武
家
の
女
性
達
の
外
出
着
で
あ
る

壺

装

束
や
、
後
宮
に
奉
仕
す
る
童
女
の
正
装
で
あ
る
汗

、
童
女
の

衫

つ
ぼ
し
ょ
う
ぞ
く

か

ざ

み

通
常
服
で
あ
る

と
い
っ
た
も
の
が
当
時
の
女
性
の
代
表
的
な
服
装

衵
あ
こ
め

と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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■
女
房
装
束
の
着
用
順
序

次
の
よ
う
な
順
序
で
女
房
装
束
は
着
用
さ
れ
ま
す
。

①
：
緋
色(

紅
色)

の
長
袴
を
は
く
。

ひ

い
ろ

②
：

単

を
着
る
。

ひ
と
え

③
：
単
の
上
に

と

を
着
、

を
着
る
。

袿

打
衣

表
着

う
ち
き

う

ち

ぎ

う

わ

ぎ

、

。

。

④
：

後
に

を
着
し

襟
を
折
り
返
す

を
背
後
に
垂
ら
す

唐
衣

裳

か
ら
ぎ
ぬ

も

⑤
：
畳

紙
を
懐
に
い
れ
、
手
に
は

(

檜
の
薄
板
三
十
九
枚
で

衵

扇

た
と
う
が
み

あ
こ
め
お
う
ぎ

つ
く
ら
れ
て
い
る)

を
持
つ
。

…
重
ね
着
が
基
本
で
そ
の
数

袿
う
ち
き

に
よ
っ
て
寒
暖
の
調
節
を

行
う
衣
。
袖
口
や
襟
元
、

裾
口
の
色
の
装
飾
と
し
て

用
い
、
そ
の
枚
数
が
競
わ

れ
た
た
め
、
平
安
時
代
末

期
に
は
五
枚
に
限
定
さ
れ

ま
し
た
。
五

衣
と
も
い

い
つ
つ
ぎ
ぬ

い
ま
す
。

…
絹
に
糊
を
引
い
た
衣
。
柔

打
衣

う

ち

ぎ

ら
か
な
表
着
の
下
に
つ
け

う

わ

ぎ

て
衣
紋
を
整
え
る
た
め
に袿

用
い
ま
し
た
。
形
状
は

と
同
様
で
す
が
目
立
た
せ
な

い
た
め
に
、
表
着
よ
り
や
や
小
形
に
仕
立
て
て
あ
り
ま
す
。

…
下
の
袿
よ
り
も
色
目
・
文
様
を
相
違
す
る
華
麗
な
織
物
を
用
い

表
着

う

わ

ぎ

ま
す
。
重
ね
の
色
目
を
襟
や
袖
な
ど
の
端
か
ら
の
ぞ
か
せ
る
た

め
に
小
振
り
に
仕
立
て
て
あ
り
ま
す
。

…
禁
中
に
奉
仕
す
る
女
房
た
ち
に
は
不
可
欠
な
表
着
の
上
に
着
用

唐
衣

か
ら
ぎ
ぬ

す
る
腰
丈
の
衣
。

…
後
腰
に
巻
き
付
け
て
長
く
裾
を
ひ
く
背
面
だ
け
の
衣
服
。

裳も

…
女
房
装
束
の
略
装
で
、
袿
よ
り
も
裾
短
に
仕
立
て
ら
れ
た
小

○
小
袿
姿

こ
う
ち
き

も
の
。
基
本
的
に
は
袿
の

袿
を
唐
衣
の
代
わ
り
に
着
し
た

上
に
着
け
る
の
を
本
義
と
し
、
改
ま
っ
た
と
き
に
は
表
着

を
小
袿
の
下
に
着
用
し
ま
し
た
。
ま
た
、
腰
に
裳
を
加
え

る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

歩
く
／
見
る

以
下
の
よ
う
な
京
都
の
祭
礼
や
資
料
館
で
は
、
平
安
時
代
を
彩
っ
た

貴
族
の
服
装
を
近
く
で
見
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

■
葵
祭

五
月
十
五
日
に
行
わ
れ
る
京
都
三
大
祭
の
一
つ
で
す
。

行
列
は
、
①
警
護
列(

検
非
違
使
・
山
城
使)

、
②
幣
物
列(

御
幣
櫃

け

び

い

し

・
内
蔵
寮
史
生)

、
③
走
馬
列(

走
馬
〈
御
馬

・
馬
寮
使)

、
④
勅
使
列

〉

(

牛
車
〈
御
所
車

・
舞
楽
人
・
勅
使
〈
近
衛
使

・
内
蔵
使)

、
⑤
斎
王

〉

〉

さ
い
お
う

列(

斎
王
代
・
女
人
・
牛
車
〈
女
房
車
〉)

の
五
部
か
ら
構
成
さ
れ
て
い

ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
葵
祭
の
行
列
に
は
、
様
々
な
階
層
の
衣
装
を
着
た
人

々
が
参
列
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
平
安
時
代
の
服
装
を
知
る
上
で
う
っ

て
つ
け
の
時
代
絵
巻
と
い
え
ま
す
。

三
船
祭

■
み

ふ

ね

右
京
区
嵯
峨
朝
日
町
の
車

折
神
社
の
例
祭
で
五
月
の
第
三
日
曜
に

く
る
ま
ざ
き。

、

、

嵐
山
の
大
堰
川
で
行
わ
れ
ま
す

こ
の
祭
り
は

昌
泰
元(

八
九
八)

年

お
お

い

が
わ

女房装束の図
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宇
多
上
皇
行
幸
に
際
し
て
行
わ
れ
た
船
遊
び
に
ち
な
み
、
昭
和
三(

一

九
二
八)

年
の
昭
和
天
皇
即
位
大
礼
を
記
念
し
、
例
祭
の
神
事
と
し
て

始
め
ら
れ
ま
し
た
。
三
船
祭
の
三
船
は
白
河
天
皇(

一
〇
五
三
～
一
一

二
九)
が
大
堰
川
行
幸
の
時
、
漢
詩
・
和
歌
・
奏
楽
に
長
じ
た
者
を
三

艘
の
船
に
便
乗
さ
せ
た
故
事
に
よ
り
ま
す
。

車
折
神
社
を
出
発
し
た
神
幸
列
は
、
渡
月
橋
を
経
て
中
之
島
公
園
剣

先
か
ら
御
座
船
に
移
乗
し

龍
頭
船
で
は
管
弦
楽

鷁
首
船
で
は
迦
陵
頻

、

、

り
ゅ
う
ず

げ

き

す

か
り
ょ
う
び
ん

、

。

、

・
胡
蝶
の
舞
の
奉
納
が
あ
り

扇
流
し
も
行
わ
れ
ま
す

こ
の
祭
に
は

こ
ち
ょ
う

束
帯
や
女
房
装
束
な
ど
の
平
安
時
代
の
衣
装
を
身
に
ま
と
っ
た
人
々

が
、
詩
歌
船
な
ど
の
船
々
に
便
乗
し
て
、
貴
族
さ
な
が
ら
に
優
雅
な
船

遊
び
を
再
現
し
ま
す
。

■
時
代
祭

十
月
二
十
二
日
に
行
わ
れ
る
京
都
三
大
祭
の
一
つ
で
す
。

行
列
は
、
計
二
十
列
で
構
成
さ
れ
、
明
治
維
新
の
維
新
勤
王
隊
列
を

い

し

ん
き
ん
の
う
た
い
れ
つ

先
頭
に
、
順
次
時
代
を
遡
り
、

後
に

弓

箭
組
列
が
付
く
と
い
っ
た
、
各
時

き
ゅ
う
せ
ん
ぐ
み
れ
つ

代
の
衣
装
を
身
に
ま
と
っ
た
人
々
が
供

奉
す
る
形
式
が
と
ら
れ
て
い
ま
す
。

中
で
も
、
幕
末
志
士
列
・
藤
原
公
卿

ば
く
ま
つ

し

し

れ
つ

ふ
じ
わ
ら
く
ぎ
ょ
う

参

朝

列
・
平
安
時
代
婦
人
列
・
延

暦

さ
ん
ち
ょ
う
れ
つ

へ
い
あ
ん
じ
だ
い

ふ

じ

ん
れ
つ

え
ん
り
ゃ
く

武
官
行
進
列
・
延

暦
文
官
参

朝

列

ぶ

か

ん

こ
う
し
ん
れ
つ

え
ん
り
ゃ
く
ぶ
ん
か
ん
さ
ん
ち
ょ
う
れ
つ

は
、
平
安
時
代
の
服
装
を
知
る
上
で
貴

重
な
行
列
で
す
。

曲

水
の
宴

■
き
ょ
く
す
い

城
南
宮(

伏
見
区
中
島
鳥
羽
離
宮
町)

の
平
安
の
庭
・
楽
水
苑
で
春
は

四
月
二
十
九
日
、
秋
は
十
一
月
三
日
に
行
わ
れ
て
い
る
行
事

「
ご
く

。

す
い
の
え
ん
」
と
も
い
い
ま
す
。

平
安
時
代

朝
廷
で
三
月
上
巳(

三
月

初
の
巳
の
日)

に
三
公
九
卿

、

じ
ょ
う
し

さ
ん
こ
う
き
ゆ
う
け
い

に
よ
り
行
わ
れ
た
遊
宴
を
再
現
し
た
も
の
で
、
歌
人
が
流
水
に
沿
っ
て

列
座
し
、
上
流
か
ら
朱
の
羽
觴(

は
や
く
飲
め
と
い
う
し
る
し
に
羽
を

う
し
ょ
う

は
さ
ん
だ
酒
杯)

が
流
れ
て
く
る
ま
で
に
、
歌
題
に
従
っ
て
歌
を
つ
く

り
、
そ
の
酒
杯
を
と
っ
て
飲
む
儀
式
を
行
い
ま
す
。

本
殿
で
お
祓
い
の
あ
と
、
水
干
姿
の
童
子
に
導
か
れ
て
登
場
す
る
歌

人
達
は
狩
衣
・
小
袿
で
あ
り
、
平
安
時
代
の
貴
族
の
略
装
を
見
る
上
で

は
格
好
の
祭
礼
で
す
。

■
風
俗
博
物
館

下
京
区
堀
川
通
新
花
屋
町
角(

井
筒
ビ
ル
五
階)

こ
の
博
物
館
は
風
俗
衣
装
の
資
料
館
と
し
て
昭
和
四
十
九
年
に
開
館

し
ま
し
た
。
館
内
に
は
『
源
氏
物
語
』
に
出
て
く
る
六
条
院
の
春
の
御

殿
が
四
分
の
一
の
ス
ケ
ー
ル
で
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
飛
鳥
時

代
か
ら
現
代
に
至
る
各
時
代
の
風
俗
衣
装
を
ま
と
っ
た
等
身
大
の
人
形

三
十
数
体
を
展
示
し
て
お
り
、
衣
装
に
関
す
る
参
考
資
料
を
多
く
所
蔵

し
て
い
ま
す
。

■
宇
治
市
源
氏
物
語
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

宇
治
市
宇
治
東
内

こ
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
は

『
源
氏
物
語
』
で
光
源
氏
没
後
の
世
界
を

、

描
い
た
「
宇
治
十
帖
」
の
舞
台
と
な
っ
た
宇
治
市
に
平
成
十(

一
九
九

八)

年
に
開
館
し
ま
し
た
。

常
設
展
示
室
に
は
狩
衣
姿
の
薫
君
と
小
袿
姿
の
大

君
と
中
の
君
の

お
お
い
き
み

人
形
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
他
、
牛
車
・
舞
楽
・
調
度
な
ど
の

品
々
が
、
細
部
に
至
る
ま
で
細
か
く
時
代
考
証
に
よ
っ
て
造
り
上
げ
ら

れ
て
お
り
、
平
安
貴
族
の
世
界
を
十
二
分
に
堪
能
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。

時代祭(幕末志士列)長く後に伸び
ているのが下襲の裾。


