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見
立
て

1
神

の
衣
裳
1

見
立
て
の
手
法
を
、
生
活

に
お
い
て
イ

メ
ー
ジ

を
操
作
し
た
デ
ザ
イ

ン
と
考
え
て
み
た
い
。
デ
ザ

イ
ソ
は
、
語
源
的
に
は
、
デ

ッ
サ
ン
に
通
じ
て
、

印
を

つ
け
る
こ
と
、
構
成
す
る
こ
と
を
意

味
す
る
。

デ
ザ
イ

ソ
は
自
然
的
環
境

の
な
か
に
人
間

の
意
志

を
具
体
化
し
て
き
た
。
生
産
的
で
あ
る
と
同
時
に

破
壊
的
な
自
然
を
ど

の
よ
う
に
つ
く
り
直

し
て
行

く
か
、
そ
れ
は
同
時
に
両
義
的
な
現
実

の

一
方
を

図
と
し
て
見
立

て
、
他
方
を
背
景
に
崩
し

て
成
立

し
た
。

立

て
る
と
い
う
言
葉
は
、
地

の
な
か
に
横
た
わ

り
隠
さ
れ
て
い
た
も
の
を
起

こ
し
て
、
図

へ
と
引

き
出
し
て
ゆ
く
過
程
を
感
じ
さ
せ
る
。
医
者
が
患

者

の
症
状
か
ら
病
気
を
、
女
性
が
自
分

に
合
う
着

物
を
見
立
て
る
時
も
、
多
く
の
症
状
や
着
尺
を
背

景

へ
追
い
や

っ
て
、
そ
の
ひ
と

つ
を
探
し
あ
て
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
は
、
生
活
の
な
か
で
ふ
さ
わ

し
い
扱
い
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

自
然
を
神

の
衣
裳
と
見
立

て
る
意
識

の
な
か
に

も
同
じ
視
点
が
窺
え
る
。
「嵐

ふ
く
三
室

の
山
の

も
み
ち
葉
は
竜

田
の
川

の
錦
な
り
け
り
」
(能
因

法
師
)、
「
み
わ
た
せ
ぽ
柳
桜
を
こ
き
ま
ぜ

て
宮
こ

ぞ
春

の
錦
な
り
け
る
」

(紀
友
則
)
と
歌

わ
れ
、

紅
葉
も
柳
と
桜
も
錦
に
見
立

て
ら
れ
た
。
見
慣
れ

て
背
景
と
な

っ
て
い
た
風
景
が
紅
葉
や
桜
花
に
よ

っ
て
意
識

の
近
景
に
立
ち
あ
ら
わ
れ
て
来
た
と
き
、

そ
れ
が
織
物

に
見
え
る
の
で
あ
る
。

錦
に
見
立

て
ら
れ
る
自
然
は
、
更

に
神
の
衣
裳

に
見
立
て
ら
れ
た
。
春
や
秋

の
風
景
は
、
春
の
女

神
、
佐
保
姫
、
秋

の
女
神
、
竜
田
姫

の
衣
裳
で
あ

る
と
謡
わ
れ
た
。
謡
曲

「竜
田
」

の
な
か
に
お
い

て
、
紅
葉

の
美
し

い
川
を
渡

る
の
は
錦
を
絶

つ
こ

と
に
な
る
ぽ
か
り
で
は
な
く
、
御
神
体

に
対
し
て

(
1

)

畏
れ
多
い
と
語
ら
れ
る
。
謡
曲

「佐
保
山
」
で
は
、

秋
を
司
る
竜
田
姫
に
対
し
て
、
春
を
司
る
佐
保
姫

が

シ
テ
と
な
る
。
佐
保
山

に
白
雲
の
た
な
び
く
春

の
景
色
が
佐
保
姫
の

「裁
ち
縫

は
ぬ
衣
」
と
見
立

(
2
)

て
ら
れ
る
。
見
え
な
い
神
を
自
然
の
な
か
に
情
感

あ
ふ
れ
る
驚
き
を
も

っ
て
見
よ
う
と
す
る
の
で
あ

る
。
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い
ま
、
私
た
ち
の
ま
わ
り
に
は
、
視
覚
情
報
が

溢
れ
て
い
る
け
れ
ど
、
そ
れ
が
極

め
て
少

な
か

っ

た
時
代
、
染
織
品
は
視
覚
的
快
楽

の
メ
デ

ィ
ア
で

あ

っ
た
。
ブ
ラ
ウ
ソ
管
も
ま
た
光

の
織
物

と
言
え

な
く
も
な
い
。
世
界
を
映
し
出
す
テ
レ
ビ

の
画
面

の
よ
う
に
、
か
つ
て
染
織
品
が
、
四
季
折

々
の
自

然
や
珍

し
い
海
外

の
風
物
を
生
活
の
な
か

に
取
り

込
ん
だ
の
で
あ
る
。
見
立
て
意
識
を
通
し

て
、
そ

れ
ら
は
、
日
々
の
暮
し
の
イ
メ
ー
ジ
を
活

性
化
し

て
き
た
。

見
立
て
は
、
混
沌

の
中

に
秩
序
を
見
た
古
代

の

驚
き
か
ら
、
近
世
の
強
固
な
体
制
を
崩
そ
う
と
す

る
笑
い
に
至
る
ま
で
、
時
ど
き
の
状
況
を
自
在
に

生
成
し
解
体
す
る
精
神

の
営
み
で
あ
り
え

た
の
で

あ
る
。

自
然
現
象
に
神
を
見

る
。
し
か
も
、
そ
れ
を
身

近
な
衣

に
見
立
て
る
行
為
は
、
更

に
、
も
ど
き
、

や
つ
し
、
く
ず
し
と
呼
応
し
あ

っ
て
日
常

へ
地
続

き
に

つ
ら
な
る
。
視
線
が
上
か
ら
下

へ
と
動

い
て
、

見
る
行
為
を
重
層
化
す
る
。
森
羅
万
象
に
神
を
見

る
日
本
人

の
気
分

の
根
に
あ

っ
た
見
立
て
を
古
典

と
す
る
と
、
近
世
の
染
織
模
様

は
、
こ
の
見
立
て

意
識

の
変
奏
、
即
ち
、
立
て
ら
れ
る
も
の
を
直
し
、

崩
し
て
行
く
プ

ロ
セ
ス
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
出

来
る
。
神
話
を
も
ど
い
て
、
物
語

へ
、
そ
し
て
浮

世
か
ら
社
会

へ
と
視
点
が
身
近
な
現
唯
、

ゆ
く
。

も
ど
き

1

源
氏

ひ
な
が

た
ー

近
世
、
美
が
、
女
性

の
衣
裳

に
集
約
さ
れ
て
ゆ

く
経
緯
に
は
、
自
然
を
神

の
衣
裳
と
見
る
気
分
が

隠
れ
て
い
た
。
女
性
の
立
ち
姿

は
、
佐
保
姫
、
竜

田
姫
の
化
身
、
花
の
盛
り
や
紅
葉
し
た
樹
木
に
見

立

て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
装
美
は
唯
、
視
覚
的
に

絢
爛
豪
華
で
あ
れ
ぽ
よ
い
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
。

そ
こ
に
文
脈
が
介
在
し
て
女
性

の
美
が
演
出
さ
れ

る
。神

話
か
ら
物
語

へ
と
衣
の
背
景
が
変
化
し
た
様

を

「
源
氏
ひ
な
が

た
」

(貞
享

四
年
)

に
見

て
み

よ
う
。
題
材
を

「
源
氏
物
語
」

に
採
り
な
が
ら
、

当
世
風
な
衣
裳
雛
形
に
仕
立
て
ら
れ
た

「源
氏

ひ

な
が
た
」
の
中

で
、
長
大
な
物
語
が
簡
略
な

エ
ピ

ソ
ー
ド
と
な

っ
て
町
人

の
生
活

に
入
り
込
む
。

女
た
ち
は
、
大
胆
に
も
王
朝

の
姫
に
自
分
を
見

立
て
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
行
為
は
、
見
立

て
と
い
う
よ
り
、
も
ど
き
で
あ
る
。
「源
氏
物
語
」

い
や
物
語
と
い
う
も
の
は
、
言
葉

の
世
界
で
完
結

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
主
人
公
を
も
ど
く
芸

能

に
近

い
追
体
験
が
読
者
を
魅
了
す
る
の
で
あ
る
。

衣
裳
雛
形
で
あ
る
事
実
が
読
者
を
物
語

の
世
界

へ

身
体
ご
と
誘

い
込
む
。

衣
を
纏
う
と
は
、
自
分
を
何
物
か
に
も
ど
く
行

為

で
あ
る
。
多
様
で
捉
え
が
た
い
自
分
自
身
を
背

景

へ
追
い
や
り
、
社
会
的
な
も
の
で
あ
れ
、
物
語

的
な
も

の
で
あ
れ
、
あ
る
役
割
に
自
分
を
仮
託
す

る
。こ

の
変
身
は
、
現
実

に
あ
る
衣
服
を
身
に
つ
け

る
時
に
の
み
成
立
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
刊
行
さ

れ
た
雛
形
や
浮
世
絵
を
前

に
し
て
、
描
か
れ
た
衣

裳
に
身
を
包
ん
だ
自
分
自
身
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
と

き
に
も
成
就
す
る
。
雛
形
に
お
い
て
は
、
こ
の
感

情
移
入
が
う
ま
く
働
く
。
そ
こ
に
イ
メ
ー
ジ
が
纏

う
衣
が
用
意
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

具
体
的
な
文
様

で
考
え
て
み
よ
う
。
例
え
ば
、

夕
顔

の
も
よ
う

(図
1
)
。
衣
裳

の
パ
タ
ー
ン
に

は
、
デ
ザ
イ
ソ
の
面
白
さ
と
物
語

の
イ
メ
ー
ジ
と

126



衣のデザインにみる見立て意識

図1「 源氏 ひながた」 夕顔 の もよ う図2薄 紅麻地葡萄文箱文様帷子(繍)

が
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
「半
蔀
」
「夕
顔
」
な

ど

の
演
目
で
能
に
お
い
て
も
親
し
ま
れ
て
い
る
ヒ

ロ
イ
ン
は
、
そ
の
は
か
な
い
命

の
印
象
と
相
俟

っ

て
、
短

い
登
場
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
読
み
手

の
心

に
強
く
残

る
。

雛
形

の
文
様
に
は
、
葎
に
絡
ま
れ
た
文
箱
が
散

ら
さ
れ
て
い
る
。
葎
は
夕
顔
の
わ
び
住
ま
い
を
、

文
箱
は
源
氏
と
の
歌

の
や
り
と
り
を
連
想
さ
せ
る
。

地
文
が
感
極
ま

っ
て
歌

に
な
る
古
代

の
物
語
の
よ

う
に
、
地
面
か
ら
生
い
茂

っ
た
葎
の
な
か
に
文
箱

が
散
ら
さ
れ
る
。
生
地

の
な
か
に
文
様
が
生
ま
れ

る
。
物
語

の
気
分
が
衣
裳

の
な
か
に
も
ど
か
れ
て

い
る
。

「
源
氏
ひ
な
が
た
」
が
読
物
風
に
作
ら
れ
て
い
る

か
ら
と
言

っ
て
、
そ
の
デ
ザ
イ
ン
が
現
実

の
衣
裳

に
ふ
さ
わ
し
く
な
か

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の

模
様

に
よ
く
似
た
衣
裳
が
残

っ
て
い
る

(図
2
)。

物
語
と
生
活
と
を
地
続
き
に
し
よ
う
と
す
る
意
図

が
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
芸
品
に
源
氏
物
語
絵
文
様
を

施
さ
せ
て
い
っ
た
よ
う
に
、
雛
形
と
小
袖
も
交
錯

し
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
現
実

の
衣
裳

に
お
い
て
、
葎
が
葡

萄

に
変
え
ら
れ
て
い
る
。
古
風
な
葎
と
珍
奇
な
葡

萄
は
対
比
的
だ
。
日
常
の
わ
び
し
い
光
景
を
象
徴

す
る
雑
草
が
、
伝
来
し
た
目
新
し
い
果
実

へ
変
わ

る
こ
と
で
、
小
袖

の
な
か
に
も
う
ひ
と

つ
の
物
語

が
展
開
す
る
。
こ
こ
で
は
、
時
間
が
批
評
的
役
割

を
果
た
し
て
、
現
実

の
衣
裳
が
雛
形
を
も
ど

い
て

み
せ
て
い
る
。

「源
氏
ひ
な
が
た
」
に
み
ら
れ
る
の
は
、
古
典
に

あ
や
か
ろ
う
と
す
る
心
性
が
成
立
さ
せ
る
見
立
て
、

即
ち
、
も
ど
き
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
位
ど
り
の
意

識
が
見
え
が
く
れ
す
る
。
所
詮
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
は

勝

て
な
い
二
番

せ
ん
じ
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
だ
か

ら
こ
そ
本
物
を
か
ら
か
う
諧
謔

の
精
神
が
窺
え
る
。

そ
の
滑
稽
さ
が
楽
し
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
け

れ
ど
、
や

つ
し
は
新
し
い
美
を
求
め
る
。

や

つ
し

ー
友
禅

ひ
い
な
が

た
ー

「友
禅
ひ
い
な
が
た
」
(貞
享
五
年
)

に
あ
ら
わ

れ
る
見
立

て
を
捉
え
る
た
め
に
、
「源
氏
ひ
な
が

た
」
と
は
異
な
る
そ
の
性
格
を
見

て
お
こ
う
。
友

禅
が
染
物

の
技
術
を
指
し
て
い
る
の
か
、
文
様
を

指
す
か
に

つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
が
、
そ
の
い
ず
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れ
も
が
、
そ
れ
ま
で
の
着

る
こ
と
の
意
味

を
大
き

く
変
え
た
。

糊
防
染
は
、
室
町
時
代
、
明
か
ら
伝
わ

っ
て
い

た
し
、
風
景
を
文
様

に
し
た
茶
屋
染
め
も
既

に
あ

っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
源
氏
ひ
な
が
た
」

に
記
載
さ
れ
て
い
た
多
く

の
染

め
の
名
が
消
、兄
、

友
禅
が
模
様
染

め
を
総
称
す
る
よ
う
に
な

っ
て
ゆ

く
の
は
、
絵
を
描
く
よ
う
に
自
在
に
染
め
あ
げ
る

友
禅
に
、
織
や
繍
や
箔

に
拮
抗
す
る
だ
け

の
魅
力

が
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
同
時
に
絹

の
し
な
や
か

な
風
合

い
を
生
か
し
た
衣
裳
に
美
を
見
る
新
た
な

感
性
が
誕
生
し
て
い
た
に
違

い
な
い
。
柔

ら
か
な

染
め
衣
裳

は
身
体

の
曲
線
を
よ
り
自
然
に
演
出
す

る
。
錦
や
縫
で
は
な
く
、
む
し
ろ
身
に
沿

っ
て
や

つ
せ
る
染
め
衣
裳
が
時
代

の
気
分
に
合
致

し
た
の

で
あ
る
。

か
さ
ぼ

っ
た
衣
裳
に
包
ま
れ
た
高

い
身
分
を
、

軽
や
か
な
衣
裳
の
低

い
身
分
に
や
つ
し
て
こ
そ
、

そ
の
心
ば
え
が
偲
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
も
ど
き
は

二
番
せ
ん
じ
で
あ

っ
た
け
れ
ど
、
や

つ
し
は
違
う
。

身
分

の
高
さ
や
素
材

の
値
打
を

一
旦
、
否
定
し
て

み
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
れ
ま
で
に
は
な

い
価
値

を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
美
意
識
誕
生

に

は
天
和
三
年

の
奢
侈
禁
令

の
影
が
あ
る
。
金
紗
、

縫
、
惣
鹿
子
の
禁
止

に
よ

っ
て
、
物
と
し
て
の
衣

裳
美

の
追
求
は
難
し
く
な

っ
て
し
ま
う
。
作
ら
れ

た
そ
の
時
に
見
立

て
ら
れ
る
小
袖
自
身

の
豪
華
さ

か
ら
、
身
に
つ
け
た
時
の
風
情

へ
と
装

い
の
力
点

が
移
動
す
る
。
や

つ
し
に
は
容
姿
を

つ
く
る
意
味

が
あ
る
。
そ
こ
で
は
物
と
し
て
の
衣
服
よ
り
着
用

の
さ
れ
方
が
大
切
に
な
る
。

文
様
自
体
も
や

つ
さ
れ
る
。
屏
風
や
扇
子
で
目

に
馴
染
ん
で
い
た
情
景
を
小
袖

へ
と
移

し
た
友
禅

模
様

に
お
い
て
、
大
自
然
の
景
観
、
山
も
滝
も
松

も
、
身
体

の
部
位
、
背
や
肩
や
腰

の
ア
ク
セ
ン
ト

に
変
え
ら
れ
て
し
ま
う

(図
3
)。
神

の
衣
裳

で

あ

っ
た
自
然
は
小
袖
に
姿
を
変
え
て
、
人
体
を
包

む
。
高
位

の
人
が
子
細
あ

っ
て
身
を
や
つ
し
た
よ

う
に
。

「友
禅
ひ
い
な
が
た
」
は
、
西
鶴
や
近
松
に
よ

っ

て
、
身
を
や

つ
し
て
女

の
も
と
に
通
う
新
し
い
色

男
が
生
み
出
さ
れ
る
時
代
の
産
物

で
あ
る
。
人
目

を
驚
か
す
錦

の
衣
裳

は
、
能
楽

で
こ
そ
映
え
る
。

桜
や
紅
葉
の
精
た
ち
の
舞
姿
は
、
能
衣
裳
と
相
俟

図3「 友禅 ひいながた」滝 に松

 

っ
て
幽
玄

の
花
を
咲
か
せ
た
。
そ
こ
に
、

こ
の
世

な
ら
ぬ
光
が
漂
う
。

人
形
と
い
う
扱
い
に
く
い
身
体
を
仮
構
し
て
演

じ
ら
れ
る
人
形
浄
瑠
璃
は
、
世
話
物
狂
言
の
な
か

で
、
日
常
動
作
を
限
り
な
く
洗
練
さ
せ
て
見
る
人

を
惹
き

つ
け
た
。
棒

に
着
せ
た
衣
裳
が
生
み
出
す

娘
振
り
、
女
房
振
り
。
近
松

の
言
及
す
る
衣
裳
は

人
形

に
や

つ
さ
れ
て
、
こ
の
世
を
覆
う
虚
実

の
皮
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膜
を
見
せ
て
く
れ
る
。

登
場
人
物
た
ち
は
、
唯
、
こ
の
世

の
し
が
ら
み

を
何
と
か
対
立
し
な
い
状
態

へ
あ
れ
こ
れ
と
取
り

繕
い
、
身
を
変
え
、
や
つ
れ
は
て
る
。

一
切
の
対

立
を
縫
合
し
て
成
立
す
る
シ
ナ
リ
オ
は
、
恋
と
義

理
と
に
よ

っ
て
翻
弄
さ
れ
、
自
ら

の
命
を
絶
ち
な

が
ら
、
な
お
心
の
ひ
だ
を
染

め
模
様
と
し

て
残
そ

う
と
す
る
か
の
よ
う
だ
。
非
人
間
的
な
制
度
を
変

え
よ
う
と
は
せ
ず
、
そ
の
枠
内

で
心
情
を
歌

い
あ

げ
る
姿
勢

は
、
小
袖

の
中
の
文
様
を
変
え
続
け
た

雛
形
制
作

の
態
度

に
符
合
す
る
。

「恋
と
小
袖

は

一
模
様
」
と
語
る
近
松
浄
瑠
璃

に
、

雄
大
な
山
や
川
を
神

の
衣
裳
と
み
た
能
楽

の
深
さ

は
な

い
。
古
曲
ハを
曲
ハ拠
と
し
て
、
そ
れ
を
も
ど
く

笑
い
も
な
い
。
自
然
は

一
領
の
小
袖
に
や

つ
さ
れ

て
、
見
立
て
は
浮
世

の
美
意
識
に
変
わ

っ
た
。

上
昇
志
向

で
は
な
く
、
む
し
ろ
下
位

の
も
の
へ

接
近
し
よ
う
と
す
る
見
立
て
、
即
ち
、
や

つ
し
は
、

否
定
的
な
契
機
を
差
し
は
さ
ん
で
内
実
を
表
面
に

転
換
す
る
。
衣
裳

に
人
生
を
見
よ
う
と
す

る
そ
の

意
識
は
、
衣
に
対
す
る

フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
さ
え
感

じ
さ
せ
る
。

衣

に
己
を
隠
し
欺
き
な
が
ら
、
も
う
ひ
と
り
の

自
分
を
表
出
す
る
。
や

つ
し
に
は
、
図
と
し
て
目

立
た
せ
よ
う
と
す
る
見
立
て
と
対
照
的

に
、
地

へ

隠
れ
よ
う
と
す
る
意
識
が
感
じ
ら
れ
る
。
見
立
て

ら
れ
て
図
と
な

っ
た
形
は
、
地
、
背
景
と
な

っ
て

庶
民
の
日
常

へ
と
戻
さ
れ
て
行
く
。
そ
れ
は
更
に

く
ず
し
に
変
わ

っ
て
権
威
を
笑
う
。

く
ず
し

1
小
紋
雅
話
1

京
伝

の
自
作
自
画

「江
戸
生
艶
気
樺
焼
」
(天

明
五
年
)
は
、
「好
色

一
代
男
」

の
パ

ロ
デ

ィ
で

あ

る
。
「源
氏
物

語
」

の
光
源
氏

を
く
ず

し
た

「好
色

一
代
男
」
を
更

に
く
ず
し
て
、
京
伝

の
艶

二
郎
が
誕
生
す
る
。

浮
名
を
流
し
た
い
ば

っ
か
り
に
散
財
し
、
努
力

す
る
の
に
唯
、
笑
わ
れ
て
し
ま
う
。
浮
名
と
い
う

名

の
太
夫
を
説
得

し
て
の
狂
言
心
中
も
追

い
剥
ぎ

に
遭

っ
て
失
敗
す
る
。
と
う
と
う
太
夫
を
身
請
け

し
、
心
を
入
れ
換
え
て
落
ち
着
く
の
で
あ
る
。

こ
の
黄
表
紙
は
、
近
松
の

「
曾
根
崎
心
中
」
な

ど
で
馴
染

み
の
道
行
を
下
敷
と
し
て
い
る
。
道
行

は
男
女

の
情
愛
に
満
ち
た
シ
ー
ン
や
人
の
世

の
限

界
状
況
を
見
せ
て
く
れ
る
だ
け

で
は
な
い
。
わ
が

国

の
美
意
識
、
さ
ら
に
は
人
間
観
が
凝
縮
さ
れ
て

い
る
。
そ
こ
で
衣
裳
は
不
可
欠
だ
。

「曾
根
崎
心
中
」
の
名
場
面
。

涙

の
糸

の
結
び
松
。
棕
梠
の

一
木

の
相
生
を
。

連
理

の
契

に
な
ぞ
ら

へ
露
の
憂
身

の
置
所
。

サ
ァ
こ
こ
に
極
め
ん
と
。
上
着

の
帯
を
徳
兵

(3
)

衛
も
初
も
涙
の
染
小
袖
。

帯
を
解
く
徳
兵
衛
、
小
袖
を
脱
ぐ
お
初
。
連
理

の
木

に
体
を
結

い
つ
け
、
死
様

の
手
本
に
な
ろ
う

と
す
る
二
人
。
死
出

の
道
行
か
ら
心
中
を
遂
げ
る

ま
で
、
衣
裳

は
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
小
道
旦
ハで

あ
る
。

い
や
、
衣
裳
が
物
語
を
動
か
し
て
い
る
と

言

っ
て
よ
い
。

次
に
艶
二
郎
と
浮
名

の
姿
を
浄
瑠
璃
狂
言
に
見

立

て
て
い
る
箇
所
を
引
用
し
て
み
よ
う
。
上
方
の

男
女
の
悲
劇
が
江
戸
の
男
女

の
喜
劇
に
変
え
ら
れ

て
い
る
。

対

の
小
袖
は
肩

に
は
金
て
こ
、
裾
に
は
碇

の
模

様

(図
4
)。
そ
の
心
は
、
金

て
こ
や
碇
は
重
く
、

質
に
入
れ
て
も
流
れ
な
い
。
碇

の
模
様
を
小
袖
や

夜
着

の
裾

に
施
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
流
れ
の
身

の
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図4金 て こと碇の模様

 

遊
女

の
移
り
や
す

い
心
を
留
め
置
こ
う
と

し
た
の

で
あ
る
。

こ
こ
に
、
模
様

の
モ
チ
ー
フ
が
自
然
や

物
語
か
ら
離
れ
て
、
生
活
の
な
か
で
機
能
を
担
う

道
具
と
な

っ
て
い
る
例
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

季
節
や
物
語
と
関
わ

っ
た
景
物
と
は
趣
を
異
に
し

た
判
じ
絵
風

の
趣
向

で
あ
る
。

こ
の
道
行
は
、
追

い
剥
ぎ

に
あ

っ
て
台
無
し
に

な

っ
て
し
ま
う
。
衣
裳
を
剥
ぎ
取
ら
れ
て
し
ま
う

図5道 行興鮫肌

 

こ
と

の
顛
末

は
、
唯
、
裸

に
な

っ
た
ふ
た
り
の
姿

が
滑
稽
で
あ
る
こ
と
に
尽
き
る
の
で
は
な
い
。
衣

裳
が
な
く
て
は
道
行
が
成
立
し
な
い
。

艶
二
郎

の
台
詞
。
「世
間

の
道
行

は
、
き
も

の

を
き
て
最
後
の
場

へ
行
が
、
こ
つ
ち
は
は
だ
か
で

う
ち

へ
道
行
と
は
、
大
き
な
う
ら
は
ら
だ
。
緋
縮

緬

の
ふ
ん
ど
し
が
、

こ
こ
で
映

へ
た
も
お
か
し
い

お
か
し
い
」
道
行

に
不
可
欠
な
着
物
の
な
い
道
行

は
道
行

た
り
え
な
い
。
ふ
ん
ど
し
の
縁
語
、
ま
く

を
使

っ
て
浮
名

の
台
詞

「
ほ
ん
の
ま
き
ぞ

へ
で
難

(
4
)

儀
さ
」
と
幕
と
な
る

(図
5
)
。

上
方

の
や
つ
し
が
徹
底
的

に
く
ず
さ
れ
て
い
る
。

近
松

の
悲
劇
を
、
制
度

の
抑
圧
を
も
笑

い
の
中
に

無
化
し
て
し
ま
う
批
評

の
目
が
あ
る
。
二
度

の
結

婚
相
手
が
と
も
に
遊
女
で
あ

っ
た
粋

の
体
現
者
、

京
伝

に
と

っ
て
、
衣
は
、

い
わ
ぽ
身
体

に
密
着
し

た
言
語
で
あ

っ
た
。
読
み
取

る
人
に
だ
け
通
じ
る

文
様
と
い
う
思
考
を
通
し
て
、
京
伝
は
、
時
の
為

政
者
を
批
判
す
る
。
彼
が
手
掛
け
た
小
紋

の
デ
ザ

イ
ン
に
は
、
今
日
に
つ
な
が

る
風
刺
が
あ
る
。

友
禅
模
様
誕
生

の
経
緯

に
は
、
幕
府

の
奢
侈
禁

令
が
大
き
く
関
与
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
も
幕
府

は
庶
民

の
衣
生
活
に
対
し
て
様
々
な
制
約
を
加
え

て
い

っ
た
。
そ
の
よ
う
な
幕
府

の
禁
令

に
対
し
て

江
戸

の
町
人
た
ち
は
、
新
し
い
美
意
識
を
展
開
さ

せ
て
対
抗
し
た
。

九
鬼
周
造
は
、
そ
の
美
意
識
を
粋
と
名
付
け
て

(
5

)

分
析
し
、
そ
れ
を
縞
柄

に
み
た
。
縞
が
粋
で
あ
る

こ
と
に
異
存
は
な
い
が
、
小
紋
も
ま
た
、
江
戸

の

後
期

に
大
い
に
も
て
は
や
さ
れ
た
文
様
で
あ
る
。
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小
紋
と
は
普
通
、
型
染

め
し
た
小
さ
な
文
様

の
こ

と
を
言
う
。
柄
が
小
さ
く
な
る
こ
と
で
、
地
と
図

と
が
交
錯
し
て
く
る
小
紋

に
は
、
地
と
図
と
が
は

っ
き
り
と
分
か
れ
た
大
柄
な
文
様
を
野
暮
と
見
さ

せ
て
し
ま
う
不
思
議
な
力
が
あ
る
。
錐

の
先
端
で

突
い
た
江
戸
小
紋
の
図
柄
は
、
少
し
離
れ

る
と
、

忽
ち
地

の
な
か
に
融
け
て
無
地
に
見
え

て
し
ま
う

程
だ
。

小
紋

の
デ
ザ
イ
ン
に
魅
せ
ら
れ
た
の
は
、
女
た

ち
ば
か
り
で
は
な
い
。
北
斎

は
小
紋
に
潜

む
造
形

的
な
面
白
さ
に
創
作
心
を
そ
そ
ら
れ
た
。
京
伝
は

絵
と
文
と
を
掛
け
合
わ
せ
て
、
そ
れ
ま

で
に
な
い

絵
本
を
作
り
出
し
た
。
同
時

に
文
様
を
小
袖

か
ら

解
放

し
て
社
会
を
映
す
鏡
と
し
て
い
る
。

三
百
年
続

い
た
徳
川
幕
府
は
、
批
判
勢
力

に
対

し
て
厳
重
な
取
締
り
を
行

っ
て
い
た
。
戯
作

は
、

言
語
を
通
し
て
邪
揄
が
可
能
だ
。
浮
世
絵

も
、
図

柄
を
通
し
て
風
刺
が
で
き
る
。
し
か
し
、
小
袖

の

模
様
を
通
し
て
の
体
制
批
判
な
ど
考
え
に
く
い
。

け
れ
ど
意
識
的
に
判
読
さ
れ
る
文
字
と
は
逆

に
無

意
識

に
対
し
て
強
く
働
く
文
様

に
こ
そ
、
庶
民
の

気
分
を
ひ
と

つ
に
し
た
批
評
的
な
見
立
て
が
可
能

で
あ

っ
た
。
そ
こ
に

「小
紋
雅
話
」

(寛
政
二
年
)

の
面
白
さ
が
あ
る
。

京
伝
は
、
芸
能
や
色
里
か
ら
、
日
常
見
慣
れ
た

生
活

の
小
道
具
に
至
る
ま
で
を
、
小
紋

の
な
か
に

取
り
込
ん
だ
。
古
典
的
な
文
様
を
く
ず
し
、
そ
こ

に
新
し
い
気
分
と
価
値
観
を
織
り
込
む
。

重
さ
を
嫌

い
、
浮
薄
で
あ
る
こ
と
を
身
上
と
し
、

見
立
て
ら
れ
た
文
様
と
現
在

の
文
様
と
の
問
の
距

離
を
楽
し
む
。
し
か
し
、
京
伝
の
自
在
さ
は
、
彼

の
意
図
を
見
抜
く
人
々
が

い
て
初
め
て
成
立
す
る
。

文
様
に
生
活

の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
合
わ
せ
て
遊
び

な
が
ら
、
体
制
を
批
判
す
る
軽
妙
で
強
靱
な
精
神

が
共
有
さ
れ
て
い
た
。

わ
が
国

の
文
様
の
多
く
は
、
中
国
か
ら
渡
来

し

て
き
た
。
石
畳
、
青
海
波
、
網
代
、
七
宝
、
亀
甲

な
ど
、
い
ず
れ
も
海
を
渡

っ
て
き
た
規
則
性
が
美

を
形
成
し
て
い
る
文
様
で
あ
る
。
京
伝
は
、

こ
れ

ら
の
模
様
を
く
ず
し
て
当
世
風

の
模
様
に
変
え
る
。

文
様
が
暮
し
の
情
趣
を
納
め
る
型
と
な
る
。

七
宝
繋
模
様
が
七
両
繋
模
様

に
く
ず
さ
れ
て
い

る
例
を
み
て
み
よ
う
。
中
国
伝
来

の
由
緒
あ
る
有

識
模
様
が
近
世

の
貨
幣
経
済
を
基
盤
と
し
た
社
会

の
な
か
で
小
判
模
様

に
化
け
る
。

七
両

つ
な
ぎ

此

の
も
の
ま
え
を
や
う
や
う

七
両

で

つ
な
く
な
り
二
分
た
す
と

く
び

(
6
)

代
な
り

(図
6
)
。

七
両
は
当
時
、
江
戸

の
間
男
の
詫
び
代
。
首
代

は
七
両
二
分
。
浮
世

の
苦
笑

い
が
見
え
て
来

る
。

幕
府
は
失

い
つ
つ
あ
る
権
威
を
回
復
す
る
た
め
、

金
銭
を
動
か
す
商
人
の
力

に
対
し
て
、
取
締
り
を

強
化
し
た
。
そ
の
当
局

へ
の
皮
肉
を
読
み
取
る
と図6七 宝 つな ぎ図7鷹 の 目かへ し
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一
層
、
絵
本
が
面
白
く
な
る
。

鷹
の
目
か

へ
し

鵜

の
目
か
へ
し
が

あ
れ
バ

た
か
の
目
か

へ
し
も
有
ふ
か
ね

(図

7
)。

青
海
波

の
中

に
描
か
れ
た
目
玉
が
う

の
め
た
か

の
め
と
ば
か
り
に
、
こ
ち
ら
を
見
て
い
る
。
滑
稽

で
あ
る
と
同
時

に
薄
気
味
悪

い
。
う

の
め
た
か
の

め
で
出
版
に
目
を
光
ら
せ
て
い
る
幕
府
を
笑

っ
て

い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
大
海
を
表
し
た
波
の

文
様
が
作
り
替
え
ら
れ
て
、
面
白
く
も
あ

り
、
息

苦
し
く
も
あ
る
都
会
の
野
次
馬
的
気
分
が

よ
く
表

わ
さ
れ
て
い
る
。

「
小
紋
雅
話
」

の
な
か
に
薄
気
味
悪
い
目
が
他
に

も
あ
る
。

く
ま

の
ぞ
め

七
里
と

い
ふ
け

い

せ
い
の

く
ぢ
ら

の
お
び
の
き
れ
な
り

(図
8
)。

熊
野
灘
名
物

の
鯨
と
、
芝
居

で
客
席
を
覗
く
た図8く まのぞめ

め
幕

の
継
目
を
覗
き
穴
に
し
た
鯨
目
と
を
鯨
帯
に

懸
け
た
ら
し
い
。
「鯨

一
疋
あ
が
れ
ば
七
郷
潤
う
」

と
い
う
言
葉

の
七
郷
に
は
吉
原

の
名
妓
七
里
を
懸

け
て
い
る
。
鯨
帯
は
片
側
黒
繻
子
、
片
側
白
地
。

こ
こ
で
も
、
目
鯨
を
立
て
る
幕
府

の
出
版
物

に
対

す
る
警
戒
を
笑

っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
形
が
意
外
な
小
紋

に
デ
ザ

イ
ン
さ
れ
る
そ
の
見
え
方
が
痛
快
だ
。
同
時

に
、

巧
妙

に
仕
組
ま
れ
た
邪
揄
を
探
す
の
が
愉
快
だ
。

め
く
ら
じ
ま

め
く
ら

仙
人

の

衣
の

き
れ

な
り

(図
9
)
。

図9め くらじま

盲
縞
と
は
、
経
緯
と
も
に
紺
色

に
染
め
た
綿
糸

で
織
ら
れ
た
織
物

で
縞
物
で
は
な
い
。
し
か
し
、

染
め
む
ら
が
縞

に
見
え
な
く
も
な
い
。
縞
で
あ

っ

て
縞

で
な
い
。
そ
れ
が
縞
に
見
え
る
人
と
見
え
な

い
人
が

い
た
の
だ
ろ
う
か
。
諺

「
め
あ
き
千
人
め

く
ら
千
人
」
を
か
り
て
、
め
く
ら
仙
人

の
裂
と
し

て
い
る
。
何
時

の
世
に
も

い
る
先

の
見
え
な
い
人

へ
の
皮
肉
と
捉
え
る
よ
り
、
当
時

の
幕
府

の
役
人

た
ち

へ
の
批
評
と
み
る
方
が
江
戸

の
庶
民

の
目
に

近

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
め
く
ら
仙
人
と
は
松

平
定
信
の
こ
と
で
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

寛
政
改
革
に
乗
り
出
し
た
松
平
定
信
も
、
老
中

職
を
退
い
て
か
ら
は
京
伝

の
趣
向

に
共
鳴
し
た
と

言
わ
れ
る
。
め
く
ら
仙
人

の
目
が
あ
い
て
、
京
伝

の
、
あ
る
い
は
町
人
の
柔
ら
か
な
思
考
、
イ
メ
ー

ジ
操
作

の
デ
ザ
イ
ン
に
つ
い
て
理
解
出
来
る
よ
う

に
な

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

衣

の
デ
ザ
イ
ン
が
見
せ
て
く
れ
る
見
立
て
意
識

の
生
成
と
変
容
。
生
活
者

の
視
点

か
ら
、
地
と
図

と
を
自
在
に
動
か
し
、
そ

の
ど
ち
ら
を
も
相
対
化

し
な
が
ら
、
変
化
を
楽
し
ん
だ
人
々
。
そ
の
創
造

的
な

コ
ピ
ー
感
覚
は
、
昨
日
ま
で
の
生
活
感
覚

に
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衣のデザインにみる見立て意識

抵
触

せ
ず
に
新
し
い
時
代

の
枠
組
み
を
動

か
す
。

明
日
の
デ
ザ
イ
ン
の
方
法
論
と
し
て
も
使

え
そ
う

だ
。注(1

)

『謡
曲
大
観
』
第
三
巻

明
治
書
院

(2
)

前
掲
書
第
二
巻

(3
)

『日
本
古
典
文
学
大
系
近
松
』
岩
波
書
店

三
四
頁

(4
)

『日
本
古
典
文
学
大
系
黄
表
紙
洒
落
本
』
岩

波
書
店

一
五
五
頁

(5
)

九
鬼
周
造

『「
い
き
」
の
構
造
』
岩
波
書
店

(6
)

『小
紋
雅
話
』
の
読
み
く
だ
し
は
、
谷
峯
蔵

解
説

『遊
び
の
デ
ザ
イ
ン
ー
山
東
京
伝

「小
紋

雅
話
」』
岩
崎
美
術
社
に
よ
る
。

図
1

『衣
裳
雛
形
集
成
』
学
習
研
究
社

図
2

『特
別
陳
列
浮
世
絵
の
美
人
と
フ
ァ
ッ
シ
ョ

ン
』
奈
良
県
立
美
術
館

平
成
四
年
展
覧
会
図

録

図
3

『衣
裳
雛
形
集
成
』
学
習
研
究
社

図
4

『日
本
古
典
文
学
大
系
黄
表
紙
洒
落
本
』
岩

波
書
店

一
五

一
頁

図
5

前
掲
書

一
五
五
頁

図
6

谷
峯
蔵
解
説

『遊
び
の
デ
ザ
イ
ン
ー
山
東
京

伝

「小
紋
雅
話
」』
岩
崎
美
術
社

図
7

前
掲
書

図
8

前
掲
書

図
9

前
掲
書
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