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現
在
わ
が
国
で
古
く
か
ら
和
服
に
着
用
さ
れ
て
い
る
帯
は
、
和
服
の
装
飾
的
な

方
面
か
ら
見
て
も
切
り
離
し
て
考
え
ら
れ
な
い
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る
も
の

で
あ
る
。
そ
の
申
で
も
女
帯
は
特
に
、
之
を
着
用
す
る
度
に
何
時
も
考
え
ら
れ
る

こ
と
は
、
何
と
か
し
て
も
っ
と
簡
単
に
着
用
出
来
れ
ば
、
和
服
の
脱
着
が
大
へ
ん

楽
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。
後
ろ
で
結
ぶ
帯
は
、

慣
れ
な
い
間
は
ど
う
し
て
も
誰
か
の
手
を
借
り
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
、
自
分
で

上
手
に
結
ぶ
に
は
、
相
当
期
間
の
熟
練
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
現
代
の
帯
の
標
準

と
な
っ
て
い
る
巾
で
は
、
胸
に
か
㌧
る
圧
力
も
多
く
、
衛
生
上
に
も
よ
く
な
い
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
洋
服
の
下
着
類
の
コ
ー
ル
セ
ッ
ト
で

必
要
以
上
に
胴
を
し
め
つ
け
た
十
六
世
紀
か
ら
、
種
々
改
良
が
加
え
ら
れ
、
材

料
、
形
式
、
意
匠
な
ど
に
つ
い
て
も
研
究
は
さ
れ
て
い
る
が
、
和
服
の
帯
も
江
戸

時
代
か
ら
現
代
迄
、
幾
段
階
か
合
理
化
さ
れ
て
は
き
た
が
、
外
観
は
殆
ど
変
っ
て

江
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い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
現
代
の
和
服
に
帯
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
結

び
方
が
、
和
服
に
は
欠
か
せ
な
い
重
要
な
装
飾
性
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
な
日
本
の
和
服
独
特
の
帯
が
、
最
初
は
ど
ん
な
目
的
で
用
い
ら
れ

た
の
か
。
又
、
何
時
頃
か
ら
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
現
代
の
結
び
方
の
基
礎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
た
わ
な

を
作
っ
た
か
は
、
中
古
に
は
三
三
や
蝶
結
び
が
多
く
、
江
戸
時
代
に
な
っ
て
は
、

ど
の
よ
う
な
変
化
を
し
て
き
た
か
。
そ
の
過
程
を
し
ら
べ
て
、
こ
れ
か
ら
の
和
服

の
帯
の
発
展
へ
の
足
が
か
り
に
し
た
い
と
思
う
。

本

論

　
わ
が
国
の
服
飾
に
お
い
て
帯
は
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
如

く
で
あ
る
が
、
古
い
時
代
に
は
衣
服
の
前
や
裾
が
開
か
な
い
よ
う
に
、
細
い
紐
状

の
も
の
を
腰
に
し
め
、
前
、
或
い
は
横
、
後
ろ
な
ど
で
結
ん
で
そ
の
余
り
を
垂
ら

し
て
い
た
よ
う
で
、
現
在
の
よ
う
な
装
飾
的
な
役
割
は
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
思
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わ
れ
る
。
和
服
の
帯
と
し
て
初
め
て
登
場
し
た
の
は
桃
山
期
の
名
古
屋
帯
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ん

で
あ
る
。
こ
の
名
古
屋
帯
は
明
か
ら
渡
来
し
た
も
の
で
、
絹
の
組
紐
で
、
太
さ
約

一
寸
（
Q
Q
・
切
§
）
、
長
さ
一
丈
（
ω
お
§
）
余
、
紐
の
両
尖
端
に
は
豊
か
な
房
が
つ

い
て
い
る
。
そ
れ
を
腰
の
上
あ
た
り
に
幾
重
に
も
巻
き
つ
け
た
も
の
で
、
そ
の
姿

は
浮
世
絵
に
も
画
か
れ
て
い
る
。

　
そ
の
後
、
平
ぐ
け
、
広
帯
と
帯
は
意
外
に
発
展
し
今
日
に
至
っ
て
い
る
が
、
そ

の
変
遷
、
そ
れ
に
伴
う
色
目
、
地
質
、
模
様
な
ど
に
つ
い
て
の
研
究
は
後
日
の
機

会
に
譲
り
、
今
回
は
江
戸
時
代
に
お
け
る
帯
に
つ
い
て
研
究
の
一
部
を
発
表
し
た

い
と
思
う
。

　
江
戸
時
代
に
な
っ
て
、
そ
の
風
俗
を
大
別
す
る
と
、
そ
の
特
色
か
ら
三
期
に
区

分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
期
を
江
戸
幕
府
開
府
か
ら
正
徳
ま
で
、
中
期
を
享
保

か
ら
天
明
ま
で
、
後
期
を
寛
政
以
降
幕
末
（
慶
応
）
ま
で
と
し
て
、
前
期
の
特
色

は
、
豪
壮
勇
武
な
風
俗
が
武
家
や
町
人
に
好
ま
れ
、
華
麗
大
柄
な
も
の
が
流
行
し

た
。
こ
れ
は
一
部
の
武
家
や
富
裕
な
町
人
、
歌
舞
伎
役
者
に
限
ら
れ
、
一
般
の
庶

民
は
長
い
戦
乱
の
後
の
苦
し
い
生
活
で
、
乏
し
い
材
料
で
作
っ
た
布
子
（
木
綿
、

紬
、
麻
な
ど
）
を
裾
短
か
に
着
て
帯
を
締
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
服
装
の
形
式

は
小
袖
が
中
心
と
な
っ
て
き
た
の
で
、
帯
は
丸
結
け
の
も
の
が
行
わ
れ
、
上
流
社

会
は
平
帯
が
多
く
、
中
流
以
下
に
は
組
帯
も
少
く
な
か
っ
た
。
組
帯
は
帯
と
い
っ

て
も
縄
状
に
組
ん
だ
も
の
ら
し
い
。
寒
く
け
の
帯
は
後
世
の
物
よ
り
巾
の
狭
い
も

の
が
使
用
さ
れ
、
男
帯
は
巾
二
寸
（
S
①
§
）
位
、
女
帯
で
も
男
帯
と
同
寸
か
少

し
広
い
三
寸
（
H
一
眞
§
）
位
の
巾
の
も
の
が
使
用
さ
れ
た
。
芯
に
は
紙
を
用
い
、

わ
た綿

な
ど
を
入
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
寛
永
十
九
年
刊
「
吾
妻
物
語
」
に
見
ら
れ

る
遊
女
の
帯
は
、
巾
が
五
～
六
寸
（
H
◎
◎
。
㊤
§
～
b
の
b
o
’
刈
9
誕
）
と
い
う
位
で
、
女
帯
の

六
四

巾
は
後
世
に
比
べ
て
狭
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
女
帯
の
巾
が
広
く
な
っ
た
の
は

延
宝
時
代
、
京
都
の
名
優
上
村
吉
彌
が
、
舞
台
で
流
行
さ
せ
た
後
で
あ
る
か
ら
、

前
期
の
末
に
な
っ
て
今
日
の
女
帯
ら
し
い
姿
に
変
化
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
長
さ
も

六
尺
五
寸
（
認
O
．
ω
§
）
～
約
一
丈
二
、
三
尺
（
お
b
。
●
O
§
）
に
伸
び
、
巾
二
尺
五

寸
（
漣
・
刈
§
）
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
上
村
吉
彌
が
花
見
時
祇
園
で
道
ゆ
く
女
の
帯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ゅ
ん

の
結
び
方
を
見
て
い
る
と
、
東
洞
院
の
浮
世
紺
屋
の
名
題
の
女
お
春
が
、
帯
の
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

手
を
唐
犬
の
耳
を
垂
れ
た
如
く
だ
ら
り
と
下
げ
て
通
っ
た
の
で
、
そ
れ
に
ヒ
ン
ト

を
得
て
早
速
帯
を
長
く
し
て
両
端
に
鉛
を
入
れ
、
舞
台
上
で
帯
の
結
び
を
垂
れ
て

出
演
し
、
大
向
う
の
喝
釆
を
博
し
た
。
こ
れ
か
ら
世
間
に
流
布
し
た
の
で
あ
る
と

い
う
。
　
（
男
色
大
鑑
）
そ
の
他
一
般
に
は
、
男
女
共
地
質
も
質
素
で
下
級
品
に
は

木
綿
の
物
も
あ
っ
た
。
結
び
方
も
始
め
は
男
女
共
一
様
に
石
畳
（
又
は
か
る
た
結

び
）
と
い
う
「
は
さ
み
帯
」
を
し
て
い
た
。
　
「
は
さ
み
帯
」
は
一
名
「
つ
つ
込
み

帯
」
と
い
っ
て
、
古
来
の
も
の
で
は
な
く
、
寛
永
頃
か
ら
京
都
で
始
ま
っ
た
結
び

方
ら
し
い
。
結
び
方
は
帯
先
を
結
ば
ず
に
折
り
込
む
だ
け
で
、
大
へ
ん
簡
単
な
方

法
で
あ
っ
た
。
後
、
吉
弥
結
び
、
水
木
結
び
な
ど
、
色
々
の
考
案
を
取
り
入
れ
た

前
期
末
の
元
禄
頃
の
女
帯
は
女
子
の
風
姿
の
美
観
に
欠
か
せ
な
い
も
の
と
な
っ

た
。
寛
文
以
降
元
禄
に
か
け
て
、
女
性
の
小
袖
が
華
美
で
贅
沢
と
な
り
、
吉
弥
結

び
か
ら
女
帯
の
結
び
方
が
垂
直
に
な
っ
て
き
た
。
ま
た
元
禄
頃
の
名
優
水
木
辰
之

助
は
身
長
の
高
い
欠
点
を
隠
す
た
め
結
び
の
手
先
を
長
く
下
へ
下
げ
た
の
が
、
水

木
結
び
で
、
結
び
の
両
端
を
二
尺
（
刈
9
。
。
§
）
余
り
も
下
げ
竪
一
文
字
に
し
て

い
る
か
ら
帯
の
丈
が
余
程
長
く
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
俳
優
村
山
平
十
郎
は

更
に
長
く
竪
結
び
と
し
て
こ
れ
を
平
十
郎
結
び
と
い
い
、
こ
の
流
派
を
完
成
し
、

女
帯
の
結
び
方
は
竪
一
文
字
と
な
っ
て
、
江
戸
中
期
の
特
徴
と
な
っ
た
。
ま
た
島
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原
の
遊
女
か
ら
は
「
つ
つ
込
帯
」
と
も
い
わ
れ
る
。
前
の
帯
の
端
を
押
込
ん
で
入

れ
た
こ
と
か
ら
、
前
帯
と
い
う
こ
と
が
、
年
頃
の
人
の
流
行
と
な
っ
た
。
吉
弥
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

び
は
安
永
、
天
明
の
頃
に
な
っ
て
止
ん
だ
が
、
後
世
ま
で
そ
の
名
が
残
り
、
や
の

へ字
結
び
に
類
し
た
「
腰
元
結
び
」
を
「
吉
弥
結
び
」
の
名
称
で
呼
ん
で
い
た
こ
と

も
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
吉
弥
結
び
か
ら
、
帯
の
結
び
方
が
横
か
ら
縦
に
、
斜
に
変

る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
今
迄
、
前
ま
た
は
横
に
結
ん
で
い
た
も
の

が
、
後
ろ
一
方
に
変
っ
て
き
た
。
こ
れ
は
結
び
方
が
漸
次
拡
大
し
、
従
っ
て
こ
れ

に
つ
れ
て
帯
巾
も
広
く
な
っ
て
、
前
横
で
は
動
作
に
差
支
え
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

帯
の
結
び
手
が
横
か
ら
縦
に
変
化
し
た
の
は
こ
の
頃
の
特
色
で
あ
る
が
、
初
期
の

帯
は
前
帯
中
心
か
ら
始
ま
っ
て
、
後
ろ
帯
に
だ
ん
だ
ん
変
化
を
生
じ
て
い
る
。
後

ろ
帯
は
早
く
か
ら
武
家
に
は
行
わ
れ
た
も
の
で
「
き
て
ま
っ
て
武
士
は
婆
ま
で
後

ろ
帯
」
の
句
が
元
禄
十
年
刊
「
俳
譜
塗
笠
」
に
あ
る
。
し
か
し
前
帯
に
対
す
る
愛

着
も
根
強
い
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
好
み
に
よ
っ
て
、
前
、
後
ろ
に
結
ん
だ

と
あ
る
。
元
禄
八
年
刊
「
和
国
百
女
」
の
命
中
、
前
帯
の
女
性
が
多
く
、
　
「
女
重

宝
記
」
に
も
長
さ
八
尺
（
q
。
O
ω
』
§
）
の
染
革
を
前
結
び
に
す
る
の
が
流
行
す
る
、

と
あ
る
の
を
み
て
も
、
元
禄
時
代
に
な
っ
て
も
前
帯
が
、
吉
弥
結
び
、
水
木
結
び

な
ど
に
対
抗
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
後
期
の
女
子
の
帯
は
容
積
を
大
き
く
結
ぶ

こ
と
に
な
り
、
そ
の
形
も
階
級
、
職
業
、
年
令
、
境
遇
な
ど
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ

異
っ
て
い
た
。
そ
の
種
類
は
、
さ
げ
下
結
び
、
小
龍
結
び
、
よ
し
を
結
び
、
俳
優

瀬
川
路
考
好
み
の
払
出
結
び
、
ひ
き
上
げ
結
び
、
引
結
び
、
し
ん
こ
結
び
、
挾
み

結
び
、
引
し
め
、
文
庫
、
吉
弥
結
び
、
高
雄
結
び
、
小
皆
結
び
、
島
原
結
び
、
一

つ
結
び
、
だ
ら
り
結
び
、
文
庫
く
づ
し
、
ち
ど
り
結
び
、
お
い
そ
結
び
、
お
た
か

結
び
が
あ
る
。
文
化
年
間
江
戸
亀
井
戸
天
神
の
太
鼓
橋
落
成
の
時
に
流
行
し
た

江
戸
時
代
の
帯
の
研
究

太
鼓
結
び
は
、
今
も
な
お
流
行
し
て
い
る
。

　
男
子
で
は
申
期
に
「
猫
ぢ
や
ら
し
」
な
ど
と
い
っ
て
、
巾
の
細
い
帯
で
後
ろ
で

大
き
く
総
角
に
結
ん
で
、
垂
ら
す
風
が
あ
っ
た
。
こ
れ
が
江
戸
後
期
に
な
る
と
真

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ
　
ゐ

面
目
な
武
士
は
駒
下
駄
結
び
、
一
般
民
衆
は
員
の
口
、
神
田
結
び
、
や
の
字
結
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
な
だ

と
結
び
方
も
次
々
と
生
れ
た
。
ま
た
帯
の
種
類
に
は
博
多
帯
、
小
倉
帯
、
真
田
帯

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

羅
紗
帯
、
へ
る
へ
と
帯
、
が
あ
る
。
　
（
へ
る
へ
と
は
今
の
ベ
ル
ベ
ッ
ト
で
通
称
び

ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

ろ
う
ど
の
こ
と
）
、
博
多
帯
は
貴
賎
、
貧
富
、
老
若
を
問
わ
ず
筑
前
の
博
多
帯
を

専
用
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
本
物
を
本
博
多
と
い
い
、
模
造
品
は
京
都
や
甲
州

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
う
ず
け

（
山
梨
県
）
で
作
ら
れ
、
ま
た
上
野
（
群
馬
県
）
で
作
ら
れ
る
も
の
も
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
ど
く
ご

中
央
の
紋
を
独
鈷
と
い
い
、
仏
具
の
独
鈷
、
三
二
に
文
様
が
似
て
い
る
所
か
ら
呼

ば
れ
て
い
る
。
こ
の
文
様
が
一
筋
の
も
の
を
一
本
独
鈷
、
二
本
を
二
本
濁
鈷
と
い

う
。
男
帯
の
丈
は
一
丈
（
ω
刈
O
§
）
巾
一
寸
八
・
九
分
（
9
。
。
～
S
N
§
）
が
普
通

で
あ
り
、
巾
二
寸
（
S
O
§
）
は
広
帯
で
、
巾
一
寸
七
分
目
①
躯
§
）
は
細
帯
で
あ

　
　
　
　
こ
び
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
っ
ち

る
。
色
は
媚
茶
色
、
紺
な
ど
が
あ
る
。
小
倉
南
は
庶
民
、
奴
僕
、
丁
稚
が
専
用
、

豊
前
小
倉
で
作
ら
れ
た
綿
糸
の
男
帯
で
あ
る
。
色
は
革
色
、
茶
色
、
紺
色
で
無
地

や
縞
が
あ
る
。
真
田
帯
は
配
流
以
下
の
市
民
が
平
打
の
真
田
帯
を
用
い
た
。
茶
色

に
紺
縞
を
主
と
し
た
木
綿
糸
の
平
た
い
一
重
組
で
、
丁
稚
な
ど
が
冬
に
用
い
る
。

羅
紗
帯
は
天
保
以
前
武
家
雇
夫
の
長
や
芝
居
木
戸
番
が
し
め
た
。
色
は
白
、
萌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

黄
、
黄
、
茶
な
ど
が
あ
り
、
黄
色
が
多
い
。
へ
る
へ
と
帯
は
天
保
初
年
京
阪
の
雇

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

夫
や
農
夫
が
黒
の
へ
る
へ
と
帯
を
専
用
し
た
。
羅
紗
帯
や
へ
る
へ
と
帯
は
神
田
結

び
に
す
る
。
僧
侶
は
筋
や
縞
を
用
い
ず
自
や
浅
黄
や
ネ
ズ
ミ
の
無
地
の
帯
を
用

い
、
こ
れ
を
必
ず
図
（
参
照
）
の
よ
う
に
前
結
び
に
す
る
。
ま
た
三
尺
や
六
尺
帯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ご

を
締
め
る
者
は
、
工
匠
、
船
人
、
馬
士
、
車
力
、
な
ど
で
、
江
戸
で
は
鳶
の
も
の

六
五
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は
必
ず
こ
れ
を
し
め
る
。
ま
た
し
る
し
半
天
を
着
る
者
も
三
尺
帯
を
用
い
、
背
で

結
ば
ず
左
前
か
右
前
で
結
ぶ
。
旅
人
は
男
帯
の
上
に
三
尺
帯
か
、
六
尺
帯
を
重
ね

て
し
め
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
江
戸
初
期
の
帯
風
俗
の
大
変
革
は
特
に
女
性
の
着
物
姿
に
決
定

的
な
影
響
を
与
え
、
そ
れ
迄
は
衣
服
を
着
る
た
め
の
具
に
過
ぎ
な
か
っ
た
帯
が
、

和
服
姿
を
総
合
す
る
機
能
を
果
す
こ
と
に
な
り
、
服
飾
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
を
し

め
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
し
て
今
日
の
和
服
の
改
革
、
特
に
帯
に
つ
い
て
色

々
考
え
ら
れ
な
が
ら
も
、
決
定
的
な
方
向
が
打
ち
た
て
ら
れ
な
い
の
は
、
和
服
に

お
け
る
美
的
効
果
が
如
何
に
根
強
く
、
ま
た
優
れ
た
も
の
で
あ
る
か
を
し
め
じ
て

い
る
の
で
あ
る
。
い
ま
こ
の
変
遷
を
見
る
と
、
江
戸
時
代
の
女
帯
の
結
び
方
に

は
、
後
ろ
結
び
だ
け
で
な
く
前
結
び
も
あ
っ
て
、
自
然
に
前
か
ら
後
ろ
結
び
に
移

っ
た
の
で
あ
っ
て
、
生
活
環
境
と
衣
服
の
流
行
が
今
日
へ
と
変
化
し
た
の
で
あ
ろ

う
。
結
び
方
の
種
類
も
多
く
、
現
代
は
誰
も
が
ぽ
と
ん
ど
一
定
し
た
帯
巾
の
も
の

を
し
め
て
い
る
が
、
こ
の
時
代
に
は
自
分
の
腰
の
大
小
に
よ
っ
て
無
量
を
考
え
た

と
も
い
わ
れ
、
ま
た
背
丈
の
高
低
に
よ
っ
て
帯
巾
と
長
さ
を
変
え
て
用
い
た
と
い

う
こ
と
も
あ
る
。
今
日
の
よ
う
に
決
ま
っ
た
形
の
着
物
姿
よ
り
美
的
感
覚
が
高
か

っ
た
よ
う
で
学
ぶ
べ
き
点
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
現
代
に
於
て
も
和
服

の
着
用
の
際
に
は
、
背
の
高
低
と
体
全
体
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
て
、
帯
巾
、
結

び
方
を
工
夫
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
帯
の
地
質
、
色
合
な
ど
と
共
に
今
後
も

和
服
姿
の
重
要
な
美
的
要
素
を
占
め
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
帯
が
、
更
に
変
化
し
て
ゆ

く
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
本
論
文
は
京
都
女
子
大
学
教
授
江
馬
務
先
生
の
御
指
導
に
よ
っ
た
も
の
で
、
こ

こ
に
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
（
短
大
家
政
学
科
　
講
師
）

高河後金石和江江江
木鰭藤沢崎田馬馬馬
　　　　　　　　　参
好実守康忠辰
次英一隆司雄務務廿里

北
村
　
哲
郎

吉
川
　
二
方

文
　
献

　
増
訂
日
本
服
飾
史
要

　
風
俗
研
究
（
5
9
1
）
（
鵬
）

　
日
本
服
装
小
史

　
日
本
服
装
史

　
帯
の
趣
味

　
江
戸
服
飾
史

　
衣
服
の
歴
史

　
日
本
服
旧
史
辞
・
典

　
酒
落
本
大
系
（
6
巻
）

　
近
世
風
俗
辞
典

　
風
俗
辞
典

　
日
本
風
俗
図
絵

　
日
本
服
飾
史

　
浮
　
世
　
絵

　
都
風
俗
化
粧
伝

　
帯
の
変
遷
史

星
野
書
店

風
俗
研
究
所

星
野
書
店

雄
　
山
　
閣

徳
間
書
店

青
蛙
　
房

河
出
書
房

東
京
堂
出
版

六
　
合
　
館

人
物
往
来
社

東
　
京
　
堂

六
六

昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭
47　42　6　47　30　43　42　35　40　13

（
第
六
揖
・
第
三
揖
）
西
川
祐
信
筆

　
　
　
　
　
衣
生
活
研
究
会
　
昭
娼

　
　
　
　
　
毎
日
新
聞
社
　
昭
妬

い
つ
く
ら
織
物
株
式
会
社
　
昭
認

85



江
戸
時
代
の
帯
の
研
究

（その1）

4．路考結

　　平十郎結
　　．（江戸中期享保頃）

以上日本服装小史より

以T
No．1～21　江戸中期

　　　　　寛政一文化、文政

5．引上結

富

z

’

名古疵 芫瘤尅縺j

　　かるた結
　　（江戸前期寛永）

1．さげ下結

かるた結

6．引　結

2．ノ」・音巨糸吉 吉弥結
（江戸前期延宝）

7．しんこ結

ミ
六
七

3．良雄結

水木結（江戸前期元禄頃）
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（その2）

18．ちどり結

一
Z

13．小胴結

№
≠

　8．はさみ結

江
戸
時
代
の
帯
の
研
究

14．一つ結

19．おいそ結 9．文庫結

15．島原結
10．引しめ

20．おたか磁

心

へ7さ＝
“
一

16．文庫くづし

　　　Z

21．立町

（以上都風俗化粧傅抄出〉

17．だらり結

多　　　　rf．“

11．後の吉弥結

　（こしもと結）

六
八

12，高雄結

83



（その3）
男　帯

江
戸
時
代
の
帯
の
研
究

駒下駄結（斐三図頃）

駒下駄結（江戸後期）

〈3iiiilziiii＞

貝め口（江戸後期）

・名
神田結（江戸後期）

ut
僧侶むすび
（江戸初期より）

猫ぢやらし（江戸中期）

　　昭和、安永、頃

嘉永の頃の商人は

　図のように横長に結ぶ

男帯を腰に結ぶ方法

六
九

（
近
世
風
俗
辞
典
抄
出
）

ハ
（
右
端
絵
れ
る
を
折
返
し
て
背
に
結
ぶ
）

睦

口

（
背
）

イ
（
左
端
）

嘉永男結
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（その4）

江戸時代の帯風俗

乙」、

b）’
　　　　り

酒落本大系（抄出）

江
戸
時
代
の
帯
の
研
究

近世風俗辞典（抄出）

N

～蟻

凶
　酒落本大系（抄出）

、
『

瑠
Te－27，

盈1

酒落本：大系（抄出）

七
〇
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譲鱗鍮

纏
欝
鞭黛認麗羅1「1筆、農ぞ慌撃雛驚慰　、　・

江戸鯛の遊女（日本服装史　抄出北村哲郎著）

男＾望　　”

　lutD’
　｛　．t　一｝　￥，

　謹轡怨｛

縛
蒙

鋪字

ヒ箸曽

鑑

灘
叢
e

曙
　　tZ　必

日本風俗図絵（風俗鏡見山抄出）

　　　江戸中期（t；保）

80

麹
・

歎
・
㌃

が
き
る
　
　
ス

獲
　

江
戸
時
代
の
帯
の
研
究

騒

石川豊信筆「蝦上美人」　〈浮世絵抄出）

　　　　　江戸前期（元禄項）

七
一

H本風俗図絵（絵本浅香山抄出）

　江戸中期（享保）西川裕信筆


