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ふ
か
い・あ
き
こ
／
服
飾
史
研
究
家
。京
都
服
飾
文
化
研
究
財
団
理
事・

名
誉
キ
ュレ
ー
タ
ー
。フ
ァッ
シ
ョン
に
関
す
る
展
覧
会
を
国
内
外
で
企
画・

開
催
。主
な
企
画
展
に「
華
麗
な
革
命
」展（
１
９
８
９
年
）、「
モ
ー
ド
の
ジ

ャ
ポ
ニ
ス
ム
」展（
１
９
９
４
年
）、「Future Beauty

日
本
フ
ァッ
シ
ョン
の

未
来
性
」展（
２
０
１
２
年
）な
ど
が
あ
る
。著
書
に『
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
イ
ン
フ

ァッ
シ
ョン
』『
フ
ァッ
シ
ョン
か
ら
名
画
を
読
む
』な
ど
。

Ｎ
Ｙ
の
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
でK

IM
O
N
O

展
が
開
催
さ
れ
た
の
は
２
年
ほ
ど
前
。
レ
ク
チ
ャ
ー

に
呼
ば
れ
た
。
驚
い
た
こ
と
に
は
、
会
場
は
８
０
０

人
も
の
聴
衆
で
埋
め
尽
く
さ
れ
て
い
た
。
通
常
、
私

関
連
の
地
味
で
、
少
し
専
門
的
な
講
演
会
に
こ
れ
ほ

ど
の
聴
衆
者
が
集
ま
る
こ
と
は
、〝
絶
対
に
〞
あ
り

え
な
い
。「
き
も
の
」
の
力
、
恐
る
べ
し
！
で
あ
る
。

私
は
、
き
も
の
の
欧
米
へ
の
影
響
に
つ
い
て
、
過

去
か
ら
現
状
ま
で
を
話
し
た
。
お
気
づ
き
か
も
し
れ

な
い
が
、
最
近
、
国
内
だ
け
で
な
く
、
国
外
で
も
、

き
も
の
へ
の
関
心
が
高
ま
り
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
き

も
の
繋
が
り
の
デ
ザ
イ
ン
や
技
法
が
た
び
た
び
登
場

す
る
。
伝
統
が
ど
う
に
も
古
臭
く
感
じ
ら
れ
た
時
代

か
ら
、
今
、
振
り
子
は
反
対
方
向
に
振
れ
て
い
る
。

き
も
の
が
、
西
欧
の
人
た
ち
を
と
り
こ虜

に
し
た
時
期
は
、

過
去
に
２
回
あ
る
。
最
初
は
江
戸
時
代
、
オ
ラ
ン
ダ
貿
易
で
海
外
に
渡
っ
た
き
も
の
が
、
男

性
の
お
し
ゃ
れ
な
室
内
着
と
し
て
着
ら
れ
た
時
。
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
の
絵
に
見
え
る
。

次
が
19
世
紀
後
半
か
ら
20
世
紀
初
め
。
１
８
５
４
年
、
日
本
が
開
国
す
る
と
、
浮
世
絵
を

は
じ
め
日
本
品
は
海
外
で
人
気
と
な
る
。
き
も
の
も
そ
の
一
つ
だ
っ
た
。
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
ら

の
絵
画
に
登
場
し
、
パ
リ
・
モ
ー
ド
に
も
影
響
し
て
い
く
。

多
く
の
西
欧
の
人
が
き
も
の
を
目
に
し
た
の
は
、
１
８
６
７
年
の
パ
リ
万
博
だ
っ
た
。
正

式
に
参
加
し
た
日
本
か
ら
、３
人
の
日
本
人
女
性
が
派
遣
さ
れ
た
。き
も
の
姿
の
彼
女
た
ち
は
、

特
設
さ
れ
た
日
本
家
屋
で
見
物
客
た
ち
に
お
茶
の
接
待
を
し
て
、
大
変
な
人
気
を
博
し
た
と

い
う
。
こ
の
時
、
日
本
女
性
の
き
も
の
姿
は
、
強
い
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
。
こ
の
万
博
を

視
察
し
た
後
の
実
業
家
、
渋
沢
栄
一
は
、
日
記
に
「
蟻
が
群
が
る
よ
う
に
」
彼
女
た
ち
を
見

よ
う
と
集
ま
っ
た
見
物
客
の
こ
と
や
、
き
も
の
を
買

い
た
い
と
い
う
若
い
女
性
が
大
勢
い
た
こ
と
を
記
し

て
い
る
。
現
地
の
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
イ
ラ
ス
ト
か

ら
も
、
彼
が
記
し
た
情
景
が
彷
彿
さ
れ
る
。

女
性
雑
誌
に
は
、「
日
本
風
」
と
称
す
る
フ
ァ
ッ

シ
ョ
ン
が
登
場
す
る
。
以
後
、
き
も
の
の
影
響
が
パ

リ
・
モ
ー
ド
に
現
わ
れ
、
き
も
の
は
モ
ネ
や
マ
ネ
の

絵
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
や
が
て
、
欧
米
に
は

K
IM
O
N
O

と
い
う
語
が
定
着
し
て
い
く
。
こ
の
時

の
日
本
熱
は
、
後
に
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
と
呼
ば
れ
、
特

に
浮
世
絵
が
印
象
派
の
画
家
た
ち
に
啓
示
を
与
え
た

こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
。
き
も
の
も
ま
た
、
欧
米
の

生
活
文
化
に
興
味
深
い
影
響
を
残
し
た
。

　フ
ラ
ン
ス
や
イ
ギ
リ
ス
の
美
術
館
を
調
査
し
た
時
、

19
世
紀
後
半
に
海
外
に
多
く
の
き
も
の
が
渡
り
、
そ

れ
が
今
も
収
蔵
さ
れ
て
い
る
の
を
確
認
し
た
。
欧
米
は
異
国
風
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
き

も
の
の
高
い
美
意
識
と
品
質
を
評
価
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
ず
っ
と
後
、
１
９
８
０
年
代
に
三
宅
一
生
、
川
久
保
玲
、
山
本
耀
司
ら
に
よ
る

日
本
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
・
デ
ザ
イ
ン
が
グ
ロ
ー
バ
ル
な
評
価
を
受
け
る
。
そ
れ
は
彼
ら
自
身

の
優
れ
た
才
能
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
そ
れ
を
支
え
た
連
綿
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
日
本
の
き

も
の
文
化
の
伝
統
、
と
り
わ
け
そ
こ
に
携
わ
っ
た
多
く
の
無
名
の
作
り
手
た
ち
の
繊
細
な
感

性
に
対
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

レ
ク
チ
ャ
ー
の
最
後
を
、「
き
も
の
文
化
の
レ
ガ
シ
ー
は
、
日
本
の
若
い
デ
ザ
イ
ナ
ー
た

ち
に
間
違
い
な
く
受
け
継
が
れ
て
い
く
」
と
結
ん
だ
。
そ
の
時
の
大
き
な
拍
手
は
「
納
得
」

と
言
っ
て
く
れ
た
よ
う
に
思
え
た
。

パ
リ
万
国
博
覧
会

（
１
８
６
７
年
）の
様
子
。

「
イ
ラ
ス
ト
レ
イ
テ
ッ
ド・

ロ
ン
ド
ン
･
ニュ
ー
ス
」紙
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