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第

一
節

衣

1

仕
事

着

・
普
段
着

・
晴
れ
着
1

は

じ
め
に

つ
く

ろ

既
製

の
衣
服
を
買
う

こ
と
が
あ
た
り
ま
え
と
な

っ
た
現
在

、
家
庭

で
の
裁
縫
と

い
え
ば
補
修

繕

い
が
主

で
は
な

い
だ
ろ
う

か
。
し
か
し
、
少

な
く

と
も
第

二
次
世
界
大

戦
後
し
ば
ら
く
ま
で
は
着
る
も

の
は
自
家
で
糸
を
紡

い
で
機
を
織
り
、
ま
た
は
反
物

で
求
め
て
家
で
縫
う

こ
と

で
つ
く
ら
れ
て

い

た
。

つ
ま
り
、
地
域

に
染
め
屋
な
ど

の
染
色

職
人

や
仕
立

て
屋
な
ど
の
職
人
が

い
て
も
、
衣
料
の
ほ
と

ん
ど
は
家
庭

の
女
性

の
手

で
つ
く
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。

カ
ホ
か
ニ

ま
た
、
農
家

の
主
婦

の

↓
日
は
忙
し

い
。
ほ
か
の
家
族

よ
り
先

に
起
き
、
朝
草
刈
り

や
食
事

の
準
備
で

竃

に
火
を

い
れ
る
た
め
に

一
度
土
間

に
お

り

る
と
、
三
度

の
食
事
も
、
足
を
洗

っ
て
板

の
間

に
あ
が
る
こ
と

の
寸
時
を
惜
し
ん
で
±
問
に
立

っ
た
ま
ま
で
と
る
。
休
む

こ
と
も
ほ
ど
ほ
ど

に
、
再
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び
田
畑

に
戻
る
と
日
が
暮

れ
る
ま

で

一
日
中
を
男

た
ち
と
と
も
に
野
良

で
稼
ぎ
、
一
日
の
ほ
と
ん
ど
を
土

の
上

で
過
ご
す

生
活

の
繰
り
返
し
で
あ

っ
た
。

家

に
は

い
る
と

つ
か
れ
た
身
体
を
休
め
る
暇
も

な
く
夕
食

の
準
備
や
風
呂

の
焚
き
付
け
に
と
り

か
か
り
、
夕
食

の
間
も
女
た
ち

の
役
目
は
子
ど
も
を

は
じ
め
家
族

の
世
話
が
主
で
あ
り
、
自
分
は
ど
こ

へ
食

べ
物
を
か
き
こ
ん
で
い
る
の
か
わ
か
ら
な

い
ま
ま
食
事
を
す
ま
せ
る
と
、
食

べ
終
る

の
は
最
後

に
な
る
。
男
衆
が
風
呂
に
は

い
り
、
く

つ
ろ

い
で

い
る
問
も
膳
椀

の
後
片
付
け

や
洗

い
も

の
と
忙
し
く
、
そ
れ
が
す
む
と
夜

な
べ
仕
事

に
繕

い
が
は
じ

ま
る
の
で
あ

っ
た
。

ま
た
、
農
民

の
く
ら
し
ぶ
り
は
特

に
質
素

で
、
ど
の
家

で
も
衣
食
な
ど
は
自
給
自
足
が
あ
た
り
ま
え

で
、
盆

や
祭
り
、
冠
婚
葬
祭
な
ど
特
別

の
こ
と

め
と

こ

ろ

が
な

い
か
ぎ
り
は

懐

か
ら
お
金
を
出
し

て
物
を
買
う
と

い
う

こ
と
は
し
な
か

っ
た
。

奥

州
道
中

の
宿
場
と
し

て
栄
え

た

「矢
吹
」
に
あ

っ
て
も
例
外

で
は
な

い
。
支
出

の
権
限
は
家
長
が

一
切
を
握
り
、

一
家
の
主
婦

に
は
自
由

に
な
ら

な
か

っ
た
こ
と
も
あ

っ
て
、
着
る
も

の
で
も
長
男
か
ら
次
男

へ
と
目
下

の
者
に
着
古
し
を

ゆ
ず
る

「
オ
サ
ガ
リ
」
は
あ
た
り
ま
え

で
、
大
人

の
も

の
を

つ

は

も
と
ぬ
の

子
ど
も
用
に
仕
立

て
直
し
た
り
、
山
着
な
ど
は
布
地
が
傷
め
ば
当

て
布
を
し
て
補
修
補
強
を
繰
り
返
し
、
継
ぎ
接
ぎ
だ
ら
け
で
元
布

の
柄
が
わ
か
ら
な

い
ほ
ど
だ

っ
た
と

い
う
。
さ
ら
に
裏
返

し
て
着
た
り
は

い
た
り
も
し
た
。
古
着
を

ほ
ど

い
て
子
ど
も

の
オ
ム
ッ

(
シ
メ
シ
と
も

い
う

)
に
し
、
端
布
で

見
舞

い
袋

(キ
ン
チ

ャ
ク
)
を

つ
く
り

、
布
を
裂

い
て
山
帯
に
再
利
用
し
、
最
後
は
雑
巾

に
し

て
再

々
利
用
す

る
な
ど
無
駄

に
す
る
こ
と

が
な
か

っ
た
。

ま
た
、
新
し

い
も

の
を
お

ろ
す
と
き

に
も
破
れ

や
す

い
と
こ
ろ
を
特

に
入
念
に
刺
し
子
を

し
て
か
ら
お
ろ
す

こ
と
な
ど
、
物
を
大
切
に
、
少

し
で
も
長

く
着
る
こ
と
に
女

の
だ
れ
も
が
心
掛
け
て

い
た
。

こ
う
し
た
利
用
再
生
と
物
を
大
事

に
使
用
す

る
心
構
え
は
、
当
時

の
女
性
に
と

っ
て
は
あ
た
り
ま
え

の
こ
と

で
、
か

つ
、
大
事
な
素
養

で
も
あ

っ
た
。

現
在

で
も
大
切
な
心
構
え

の

一
つ
で
あ

る
は
ず
な

の
だ
が
、
ど
ち
ら
か
と

い
う
と
使

い
捨

て
て
新
し

い
も

の
を
買
う

こ
と
が
多

い
よ
う
で
、
近
代
的
な

ゆ
か

生
活
と

い
う
美
名

の
も
と

に
、
物
に
対
す

る
考
え
方
が
歪
ん
で
し
ま

っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
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一

く
ら
し
と
衣

装

繊
維

・
衣
料
素
材

矢
吹

町
で
の
衣
料

の
素
材
を
み
る
と
、
周
辺

の
ほ
か
の
地
域
と
大
き
な
違

い
は
み
ら
れ
な

い
。

の

い

ろ

い

ろ

今

回
の
調
査

で
は
麻

・
木
綿

・
絹

・
毛
織
物
な
ど
が
古
く
か
ら
使
用
さ
れ
て

い
た

こ
と
が
聞
か
れ
た
が
、
採
集
さ
れ
た
仕
事
着

く
ず

や
普
段
着
は
汚
れ

て
も
丈
夫

で
長
持
ち
す
る
木
綿
製
の
も

の
が
多
く
、
普
段
着
な
ど

に
使
う
絹
は
出
荷
な
ど

で
き
な

い
屑
繭

か
ら
糸
を
と

っ
て
利
用
し

た
も

の
が
残
る
だ
け
で
あ

っ
た
。

ま
た
、
栽
培
、
生
産
し
た
も

の
だ
け
を
使

っ
て
自
家

で
着
物
を
織

り
し

つ
ら
え
た
と

い
う

話
は
聞
く

こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。

中
畑

で
は
棉

の
栽

培
が
昭
和
十
年
ご
ろ
ま
で
お
こ
な
わ
れ

て
い
た
が
、
紡
ぎ
手
が
な
く
、
栽
培

さ
れ
た
綿
を
使

っ
て
自
家

で
織

る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。
栽
培
棉

の
ほ
と
ん
ど

は
布
団
や
寝
着
、
半
纏
な
ど

の
中
綿
と
し
て
使
わ
れ
、
そ
れ
以
外

は
販
売
し

て
い
た
と

い
う
。

こ
う
し
た
話
か
ら
、
大
正

の
こ
ろ
に
は
す
で
に
自
家

で
生
産
し
て
織

っ
た
用
品
は
な
か

っ
た
と

思
わ
れ

る
が
、
昭
和
十
年
ご

ろ
の
話
と
し

て
、
木
綿
糸
を
白
河

の
糸
屋
か
ら
買

い
、

普
段
着

や
ヤ

マ
カ
ワ
、
布
団
な
ど
は
自
家
で
も
織

っ
て
い
た
と
も
聞

い
て
い
る
。

こ
の
こ
ろ
は
、

ほ
と
ん
ど

の
農
家
は
木
綿
布
と
し
て
反
物
で
購
入
し

て
い
る
。
中
畑
で
は
木
綿
地

の
ポ

ロ
着
物
を
白
河

の
糸
屋
に
持

っ
て
い

っ
て
糸
に
し
て
も

ら
い
、
自
家

で
織

っ
た
と

い
う
。

長
峰
や
弥
栄
な
ど

の
開
拓
地
で
も
棉
を
栽
培

し
て
い
た
と

い
う

が
、
紡

い
だ
と

い
う
話

は
な
く
、
そ
れ
以
外

の
地
区

で
は
棉

の
栽
培
そ
の
も

の
を
聞

く

こ
と
は
な
か

っ
た
。

養
蚕
農
家
で
は
、
屑
繭
を
使

っ
て
自
家
用

の
絹
布
を
織

っ
た
り
、
絹
糸
を
紡

い
で
縦
糸
と
し

て
使

っ
た
。

田
内
で
は
麻

や
カ
ラ
ム
シ
の
栽
培
も

お
こ
な

っ
た
が
、
も

っ
ぱ
ら

ハ
ヨ
ナ

ワ
な
ど
縄
の
材
料
と
し

て
使

っ
た
。
麻
は

下
駄

の
鼻
緒
な
ど
に
も
使
わ
れ

た
。そ

の
ほ
か
、
古
着
を
裂

い
た
布
を
経
糸

(た

て
糸
)
に
し
、
屑
繭
か
ら

の
絹
糸
を
緯
糸

(よ

こ
糸
)
と
し
て
織

っ
た
も

の
に
山
帯

が
あ

る
が
、
そ
れ
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以
外

の
衣
類

は
反
物
を
買

っ
て
き

て
繕

っ
て
い
た
。

か
ぶ

そ

つ
り

し
か
し
、
被
り
物
、
手
甲
、
下
駄
は
と
も
か
く
、

ア
シ
ナ
カ
、
草
履
、
藁
靴
な
ど
の
履
物

や
着
る
蓑
な
ど
家
族
が
身
に

つ
け
る
も

の
の
ほ
と
ん
ど
は

農
閑
期
や
夜
業

で

つ
く
る
自
家
製
品
で
あ
り
、
衣
類

の
準
備
と
管
理

に
か
か
わ
る

一
家

の
女

の
人
た
ち
の
役
割
は
大
き
か

っ
た
。

せ

お

こ

あ
き
な

着
物
は
買
う
こ
と
も

あ

っ
た
。
ポ

ロ
着
売
り

(古
着
売
り
)
が
石
川
町
野
木
沢
や
白
河
か
ら
き
た
。
反
物
も
須
賀
川
か
ら
背
負

っ
小

商

い
が
き

て

買
う

こ
と
も
あ

っ
た
が
、
三
城
目
で
は
ム
ラ
内

の
中
村
屋
や
矢
吹
宿

の
亀
屋
な
ど
の
呉
服

屋
が
あ

っ
て
大
概

は
こ
う

し
た
所
か
ら
購
入
し
た
。

田
内

・

三
城
目
な
ど
で
は
、
さ
ら

に
少
し
足
を
伸
ば

し
て
須
賀
川
に
、
中
畑
な
ど

で
は
白

河
に
織
り
糸

や
反
物
を
買

い
に

い
く

こ
と
も
あ

っ
た
。
矢
吹
町

で
の

行
商
人

の
か
か
わ
り
は
衣
類

の
ほ
か
に
も
大
き
く
、
戦
前
は
泉
崎
か

ら
卵
買

い
、
須
賀

川
や
郡
山
か
ら
魚
屋
、
須
賀
川
か
ら
饅
頭
屋
が
き

て
い
た
。

ナ
イ

ロ
ン
な
ど

の
化
学
繊
維
は
、
第

二
次
世
界
大
戦
後
に
な

っ
て
衣
料
素
材
と
し
て
使

わ
れ
た
製
品
そ

の
も

の
で
は

い
っ
て
お
り
、
糸

な
ど
、
素
材

で
の
自
家
に
よ
る
直
接
利
用
は
な

い
。

今
回

の
調
査
に
お

い
て
、
矢
吹
町
で
は
仕
事
着

や
普
段
着
は
木
綿
製

の
も

の
が
多

か

っ
た
。

つ
ま
り
、
時
代
的
に
は
大
正
以
降
、
昭
和
か
ら
の
も

の

が
中
心

で
あ
る
と

い
え

る
。
ま
た
、
こ
う

し
た
栽
培
、
生
産
物
か
ら
の
利
用

の
ほ
か
に
も

、
仕
事
着
は
汚
れ
破
れ
て
着
れ
な
く
な
る
こ
と
は
当
然
あ

っ

た

の
で
、
破

れ
て
も
捨

て
る
こ
と
な
く
洗

い
張
り
を
し

て

つ
ぎ
あ

て
に
使

っ
た
り
、
ま
た

、
細
く
裂

い
て
材

料
と
し
て
大

い
に
利
用
し
た
。

こ
れ
を

「裂
き
織
り
」
と

い
い
、
裂

い
た
布
を
緯
糸
に
、
経
糸

に
は
木
綿
糸

や
絹
糸
を
使

い
、
ポ

ロ
帯

(山
帯
と
も

い
う
)
を
織

っ
た
。

裂
き
織
り

は
丈
夫

で

解
け

に
く

い
の
で
仕
事
着

に
向

い
て
い
た
。

は
た
お
り

機
織

の
こ
と
を

一
般
に

「
ハ
タ
シ
」
と
よ
ん
で

い
る
。
大
概
は
床
に
座
り
作
業
す

る
腰

の
低

い

「
ジ
バ
タ
」
が
多
か

っ
た
が
、
次
第

織

り

に
椅

子
に
腰
を
か
け
て
お
こ
な
う

「タ
カ
バ
タ
」

が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

縞
物
を
織

る
場
合
、

「縞
割
り
」
と

い

っ
て
縞

の
目
を
読
み
、
糸

の
順
番
を
間
違
え
な

い
よ
う

に
そ
ろ
え
る

こ
と
が
重
要
で
、
非
常
に
苦
労
す

る
と

こ
ろ
で
あ

る
の
で
、
織

っ
た
縞

の
柄
を
厚
紙
に
は
り
付
け
、
見
本
と
し
た
帳
面

「縞
見
本
」
を
代

々
伝
え
残
す
こ
と
が
あ

る
。

田
内

の
小
磯
輝
子
は
母
親
か
ら
柄
織
り

の
技

術
を
教
わ

っ
た
が
、
全
て
み
て
聞

い
て
覚
え
た
の
で
あ

っ
て
、
「縞

見
本
」
な
ど
は
な
か

っ
た
と

い
う
。
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着
物
は
、
糸
と
布

地
の
種
類

に
よ

っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
織
物
が
で
き

、
そ
の
性
質

に
よ

っ
て
用
途

に
あ

っ
た
着
物
に
仕
立

て
ら
れ

て
い
っ
た
。

・
木
綿
縞

木
綿

の
縞
織
り

で
、
山
ジ

ュ
バ
ン
や
モ
ン
ペ
に
使

わ
れ
た
。

あ
わ
せ

は
ん
て
ん

・
ニ
コ

ニ
コ
…

…

…
木

綿

織

り

で
、

普

段

着

の

袷

や
半

纏

、

綿

入

れ

な
ど

に
使

わ

れ

た

。

・
ガ

ス

メ
イ

セ

ン
…
経

糸

に
絹

、

緯

糸

に

木
綿

を

使

っ
て
織

ら

れ

、

一
重

物

の
袷

な

ど

に

仕

立

て

ら

れ
た

。

ち

ょ

っ
と

し

た
外

出

着

に

仕

立

て

ら

れ

る

こ
と

が
多

か

っ
た

。

く
ず

・
メ
ィ

セ

ン
・…

-
…
銘

仙

。

密

に
織

っ
た

平
織

り

の
絹

織

物

で
、
主

と

し

て
屑

糸

を

使

う

の

で
丈

夫

で
安

価

。

袷

や

羽
織

な

ど

の

一
重

物

な

ど

に
使

わ

れ
た

。

外

出

着

に

仕

立

て

ら

れ

る

こ
と

が
多

か

っ
た
。

ひ
ね

.
羽

二
重

経
糸
緯
糸

に
良
質
で
撚
り

の
な

い
生
糸
を
使

っ
て
平
織
り

に
し
た
絹
織
物
で
、
キ

メ
が
細
か
く
艶

が
あ
り
、
柔
ら
か
く
、
肌
ざ
わ

り
が
よ

い
。
袷
や
羽
織

、
礼
服
な
ど
に
仕
立
て
ら
れ
た
。
男
物
が
多

か

っ
た
。

・
チ
リ

メ
ン
…
:
…
・縮
緬
。
経
糸

に
撚
り
の
な

い
生
糸
、
緯
糸

に
撚
り

の
強

い
生
糸
で
縮
み
を
持
た
せ

て
平
織
り
に
し
た
絹
織
物

で
、
女
物
の
長
着

や

嬬
衿

(ジ

ュ
バ

ン
)
な
ど

に
仕
立

て
ら
れ
た
。

・
キ

ン
シ
ャ
…
・…
:
金
紗
縮
緬

の
略
で
、
縮
緬

の

一
種
。
織
る
糸

は
五
個
以
上

の
繭
を
使
わ
な

い
薄
手

の
絹
織
物
で
、
表
面
が
細
か
く
艶
が
あ
り
、
柔

ら
か

い
。
女
物
の
袷

や
羽
織
な
ど
に
仕
立

て
ら
れ
た
。

・
メ
リ

ン
ス
…
…
・:
モ
ス
、

モ
ス
リ

ン
と
も

い
う
。
細

い
糸
の
薄
地

の
柔
ら
か
な
羊
の
毛

の
織
物

で
、
ジ

ュ
バ
ン
や
ヨ
ツ
ミ
な
ど
子
ど
も
の
着
物

に
使

わ
れ
た
。

・
ウ
ー

ル

羊

の
毛
織
物
で
、
厚
手

で
毛
羽
立

っ
て

い
る
。
毛
糸

に
も
使
わ
れ
、
道
中
着

や
ア
ン
サ

ン
ブ
ル
な
ど

に
仕
立
て
ら
れ
た
。

染
め

の
型
紙
は
自
家

で
染
め
を
お
こ
な

っ
て
い
た
時
代

の
残
存

品
で
、
す

で
に
廃
棄
し
た
と

い
う
家
が
少
な
く
な
か

っ
た
。

染
め
と
型
紙

矢
吹
町

の
農
家
は
矢
吹

の

「亀
屋
」
呉
服
店

で
買
う

こ
と
が
多

く
、
田
内

に
は

「
亀
屋
」

の
配

っ
た
染
め
見
本
が
み
ら
れ
た
が
、
そ

れ
以
外
に
は
み
る
こ
と
が

で
き
な
か

っ
た
。
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個
人

で
お
こ
な

っ
て
き
た
草
木
を
原
料

に
し

て
糸
を
染

草

木

染

め

め
る

「草
木
染
め
」
は
、
化
学
染
料
が
明
治

の
終
り
ご

ろ
か
ら
大
正
時
代
に
か
け
て
広
く
出
回
る
よ
う

に
な
る
と
、
次
第

に
お

こ

な
わ
れ
な
く
な

っ
て
い

っ
た
。

ほ
か
の
地
方

と
同
様

に
矢
吹

町
で
も
衣
類

に
お
金
を

か

衣

の

入

手

け
る
経
済
的

な
ゆ
と
り

は
な
く

、
糸
を
紡

い
で
自
分

で

染
め

て
織
る
と

い
っ
た
自
給
自
足

の
生
活
を

原
則
と
し

て
い
た
。

矢
吹
町

で
も
養
蚕
が
盛

ん
に
お

こ
な
わ
れ
た

の
で
、
商
品
に
は
な
ら
ず

出
荷

さ
れ
な

い
で
残

っ
た
屑
繭
は
自
家

で
糸
を
と
る
た
め
に
用

い
る
。
煮

立

っ
た
湯

の
中

に
屑
繭
を

い
れ
、
繭

の
中

の
サ
ナ
ギ
を
殺
し
て
ミ
ゴ
で
繭

糸

の
先
端
を
拾

い
出

し
、

三
個
か
ら

五
個

の
繭
糸
を
乾
き
か
た
ま

っ
て
し

ま
わ
な

い
よ
う

に
手
早
く
撚
り
を
か
け

て

一
本

の
糸

に
す

る
。

糸
が
で
き
あ
が
る
と
、
糸
を
紡

い
で
お

い
て
農
閑
期

に
ジ

バ
タ

で
ポ

ロ

帯
な
ど
を
織

る
経
糸

に
使

っ
た
。

ま
た
、
山
際
に
は
戦
前

ま
で
は
麻

が
栽
培

さ
れ

て

い
た

(麻

の
畑
を
オ

バ
タ
ケ
と

い
っ
た
)
。
成
長

し
、
指

の
太
さ
ほ
ど

に
太
く

な

っ
た
六
尺
ほ

ど

の
麻
を
ひ
き
抜

い
て
根
元
か
ら
切
り
、
主

屋
の

エ
ン
メ

エ
な
ど

で
広
げ

乾
燥
さ
せ
、
乾
燥
後
に
同
じ
太
さ
ご
と
に
わ
け
て
釜
で
ふ
か
す
。
再
度
乾

燥
さ
せ
た
り
熱
湯
を
か
け

て
皮
を
腐
ら
せ
、
剥
き

や
す
く
な

っ
た
麻
を

し

【表1】 矢吹町周辺での草木染め一覧

色 染 色 材 資 料 名

茶 山 クル ミの皮 ・カ シワの 木の皮 ・カヤ ス リ 表郷村 文化財調査報告

山 ク ル ミの皮 ・カ シワの 木の皮 失われ行 く百姓の心

黒 メグ スリ ノキの皮 同 上

赤 茶 サ ワ ナシの実 ・クル ミの 生実 同 上

焦 げ 茶 ザ ク ロの実の皮 ・黒 マ メの煮 汁 ・ハ ンノキの実 同 上

ら くだ色 クル ミの実の皮 ・クル ミの葉 ・タマ ネギ の皮 同 上

肌 色 梅 の 木 ・山桜 の木 同 上

灰 色 ハ ンノキの生実 ・桐 の燃 や し炭の 粉 ・樫 の 葉 ・

ク リの木の皮 ・クリの実 の皮 同 ヒ

紺 色 ナスの茎の燃やし灰 同 ヒ

黄 色 キハ ダの皮 ・桐 の根 同 上

薄 黄 色 ス スキ 同 ヒ

白い茶色 ク ヌギの皮 同 上

紫 オ トギ リソウの花 同 上

榿 色 ハ ンノキの皮 同 上

青 茶 色 カ ヤス リ 同 上

金 茶 色 干した茶が らの煮汁 同 上

亘 里ノ 、',,亀 ドングリとクリの皮の渋湯 に田の泥 ヒを混ぜた煮汁 同 上
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こ
い
て
繊
維
を
と
り
出
し
て
水

で
洗

い
、
乾

燥
さ
せ
る
と
麻
糸
が
で
き

る
。
乾
燥
し
た
麻
糸

は
民
家
調
査

の
折
に
、
家
の
中

の
板
壁

に
さ
が

っ
て

い
た

り
、
蔵

の
中
に
あ
る
の
を

み
る
こ
と
が
あ
る
。
主

に
布
や
藁
に
混
ぜ
て
下
駄

の
鼻
緒
に
使
わ

れ
た
。

自
給
自
足

の
生
活

の
中

に
も
次
第
に
ゆ
と
り
が

で
き
、
か

つ
社
会
情
勢
も
変
化
し

て
き
て
か
ら
は
、
古
着
売
り
が
き
た
と
き

に
買

い
求
め
る
こ
と
も

多
く
な

っ
た
。
ど
の
地
区

で
も
大
抵
は
地
区
内
、
ま
た
は
近
く
の
雑
貨
屋

や
呉
服
屋
で
反
物
を
買

っ
て
自
家
で
縫

い
、
染
め
を
染
め
屋

(
ソ
メ
ヤ

・
コ

ン
ヤ

.
コ
ウ
ヤ
な
ど
と

い
う
)
に
出
し
た
り
、
ま
た
既
製
服
を
呉
服
屋

に
求
め
た
り
す

る
よ
う

に
な

っ
た
。

矢
吹
町

の
農
家

は
矢
吹

の
亀
屋
呉
服
店

で
買
う

こ
と
が
多

か

っ
た
が
、
上
物
を
買
う
と
な

る
と
中
畑
地
区
で
は
白
河

に
、
田
内
や
三
城
目
な
ど

で
は

須
賀
川
に
買

い
に
出

る
こ
と
が
多

か

っ
た
と
聞
か
れ
た
。

こ

こ
わ

さ

矢
吹
町

に
は
、
衣
食

住
を
は
じ
め
生
活
全
般

に
関
す

る
さ
ま
ざ
ま

な

諺

が
残

っ
て

い
る
。
衣

に
関
す

る
諺
も
多
く

、
「
な
ぜ
、

衣

に
関
す

る
諺

そ
う

い
う
の
か
」
と

い

っ
た
理
由

は
伝
え
ら
れ

て
い
な

い
が
、
矢
吹
町

で
の
考
え
方

で
あ
り
、
し

つ
け

(躾

)
と
し

て
の
意
味
合

い
を
な
す
も

の
も
あ
る
。

今

で
こ
そ
俗
信
も
含
む
広
義

の
諺

に
は
意
味

の
な

い
、
迷
信
と
し

て
と
ら
え

ら
れ

る
よ
う
な
も

の
も
あ
り
、
役

に
は
立

っ
て

い
な

い
よ
う

に
思
わ
れ

て

い
る
が
、
学
校
教
育
制
度

が
整
わ
ず
文
字
よ
り
も
話

し
言
葉
が
主
な
伝
達
手
段

で
あ

っ
た
時
代
に
は
、
言
葉

の
威
力
は
想

像
す

る
以
上

に
強
か

っ
た

と
思
わ

れ
る
。
諺
は
わ
か
り

や
す
く
、
地
域
社
会

に
お
い
て
だ
れ
も
が
共
通

に
認
識

で
き
る
言
葉
で
あ
り
、
諺
は
、
し

つ
け

・
教
訓

・
道
徳

・
常
識
と

し
て
守

ら
れ
る

べ
き

重
要
な
意
味
を
持

っ
て

い
た
。

こ
こ
に
は
、
矢
吹
町
で
聞
か
れ
た
衣
に
関
す

る
諺
を
書
き
留

め
て
お
く
。

.
紐

(
ヒ
ボ
)
を
縫

い
つ
け

る
と
き
、
長
さ
を
左
右
そ
れ
ぞ
れ
違
う
長

さ
に
す
る
も

の
で
は
な

い
。
同
じ
長
さ
に

つ
け

る
。

・
普
段
、
着
物
を
着

る
と
き
は
左
前
に
し
て
は
着
な

い
。

・
着
物
は
、
洗
濯
し
て

一
度
た
た
ん
で
か
ら
着

る
。

・
シ
ツ
ケ
糸
を
と
ら
ず

に
着
る
も

の
で
は
な

い
。
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・
火
事

の
と
き
、
風
下

の
家
で
女

の
赤

い
腰
巻
を
火
に
向
か

っ
て
振
る
と
、
火
除
け

に
な
る
。

ふ
ん
と
し

・

揮

を
高

い
所

に
干

す

と

天
気

が
悪

く

な

る

。

・
揮

が

湿

っ
た
と

き

は

天

気

が

か

わ
り

、
雨

に
な

る

。

・
死

者

の
洗

濯
物

は

逆

さ

に
干

す

。

・
着

物

を

裏

返

し

て
着

る
な

。

・
着

物

の
袖

を
被

る
な

。

・
着

物

を

縫

う

と
き

に

は
、

そ

の
日

の
う
ち

に
両

袖

を

つ
け

る

。

・
出

針

を

し

な

い

(出

か
け

る
前

に
は

、

針
を

使

っ
て

の
繕

い
仕
事

を

し
な

い
)
。

・
新

し

い
下
駄

は

午
前

中

に

お

ろ
す

。

午

後

に

お

ろ
す

と

き

に

は

鍋

底

の

ス

ス
を

つ
け

て

か

ら

お

ろ
す

。

・
新

し

い
下
駄

を

お

ろ

す

と
き

は
、

下

駄

の
歯

に
唾

を

つ
け

て
か

ら

お

ろ
す

。

・
目

上

の
人

に
履

物

を

贈

る
も

の

で
は

な

い
。

・
田

植
え

の
と

き

の
着

物

を

洗

わ
な

い

で
お

く

と

、

い

つ
ま

で
も

つ
か

れ

が
と

れ
な

い
。

ほ
う
き

・
箒

を
玄
関

に
立

て
て
お
く
と
、
客

は
早
く
帰
る
。

・
蓑
を
被

る
と

、
背
が
伸
び
な

い
。

明
治
五
年

に
学
制
を
発
布
し
、
国
民
皆
学

の
方
針

の
も
と

に

一
般
庶
民

に
も
教
育

の
場

が
設
置
さ
れ
て
、
学
校

で
は
修
身
教

し

つ
け

・
行
儀
作
法

育

に
あ
わ
せ
て
礼
法
教
育
が
進
め
ら
れ
た
が
、
当
時

の
就
学
率
は

三
割
程
度
と
も

い
わ

れ
て
い
る
。

し
か
し
、
し

つ
け

・
行
儀
作
法

の
基
本

的
な

こ
と
は
学
制
以
前

か
ら
、
身
分
階
層
や
職
業

の
別
な
く
、
先
ず
家
庭
で
、
そ
し

て
地
域
社
会

の
中

で
お

こ
な
わ
れ

て
き
た
。

人
間
と
し

て
の
道
徳
心
を
含

め
て
家
庭
や
住
む
地
域

で
日
常

の
生
活

に
必
要
な

こ
と
、
規
律
を

「
三

つ
子

の
魂
百
ま
で
」

の
諺

の

よ
う

に
人
生
を
と
お
し
て
活
か
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し

て
、
幼

い
と
き

か
ら

日
常

の
生
活

の
中
で
、
少
し
ず

つ
で
あ
る
が
身

に

つ
け
さ
せ
て
き

て
い
る
。
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そ
の
ひ
と

つ
と
し

て
、
身
近

で
簡
便
な
諺
が
そ
の
手
段
と

し
て
大
き
な
役
割
を
担

っ
て
い
た
と
考
え

ら
れ

る
。

あ
い
ま

地
域

に
と

っ
て
は
家
庭
と
相
侯

っ
て
、
そ
こ
で
の
く
ら

し
を
守
る
た
め
に
、
地
域
を
乱
す

の
で
は
な
く
、
そ

の
地
域

の
規
範

か
ら
外
れ
な

い

「
人
並

み
」

の
人
間
を
育
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。

そ
の
方
法
と
し
て
、
子
ど
も
組
か
ら
若
者
組

(若
衆
会

・
青
年
会
)
な
ど

の
年
齢
層
別

の
組
織
、
場

が
あ
り
、
先
輩
か
ら
後
輩

へ
と
教
え
ら
れ
、
秩
序

が
維
持
さ
れ
る
仕
組

み
と
な

っ
て
い
た
。
生
活

に
追
わ
れ
、
教
育

に
対
す

る
認
識
が
あ
ま
り
高
く
な

か

っ
た
農
村
部
な
ど

で
も
そ

の
土
地

の
し

つ
け
と
し

て
厳
格
に
お
こ
な
わ
れ

て
い
た
。

こ
う
し
た
背
景
に
は
、
仏
教
や
儒
教
思
想

、
礼
節
を
重
ん
じ
る
考
え
方
が
社
会
末
端

ま
で
定
着
し

て
い
た
こ
と

が
あ

る
。

し
か
し
、
生
活
圏
が
せ
ま

い
時
代
は
、
こ
う
し

て
身
に

つ
け
た
も

の
が
崩
れ

て
し
ま
わ
な

い
よ
う

に
家
族
を
は
じ
め
周
り

の
者
が
注
意

し
、
し

つ
け

の
う
え
に
さ
ら
に
し

つ
け

て
徹
底
さ
れ
て
き
た

の
で
あ

っ
た
が
、
特

に
第

二
次
世
界
大

戦
後
は
、
社
会

の
考
え
方

の
変
化

や
地
域

の
中
の
生
活
範
囲
が

広
が

っ
て

つ
き
あ

い
も
か
わ
り
、
か

つ
地
域
社
会

の
注
意

は

い
き
届
か
な
く
な
り
、
最
近
は
し

つ
け
も
学
校

に
任

せ
る
よ
う
な
親
さ
え
出

て

い
る
状
況

が
み
ら
れ
る
。

　
マ

マ

　

し

つ
け

隣
村
玉
川
村

に
は
、
当
時
の
農

民
生
活

に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る

「當

(当
)
流
糀

(躾
)
方
指
南
」
と

い
う

近
代
資
料
が
残

っ
て

い
る
。
内
容
的

に
は
普
通
、

一
般
的

で
独
特
な
も
の
は
み
ら
れ
な

い
が
、
当
地
方

の
生
活
基
盤
と
社
会
規
範

の
よ
う
す
を
考
え

る
意
味

で
貴
重

で
あ
る

の
で
あ
げ

て
お
く
。
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當
流
舵

方
指
南

當
流
糀
方
者
尊

氏
将
軍
之
孫

ろ
く

お
ん
院
義
満
将

軍
の
時
、
今
川
左
京
太

夫

氏
よ
り
小
笠
原
兵
庫

頭
、
長
秀
、
伊

勢
守
光
忠
此

三
人
に
お
ふ
せ

て
舵
方

の
書

を
あ
ま
し
め
、
小

笠
原
を
當
流
と
す

。

一
、
人

の
前

二
而

や
ふ
じ
を

つ
か
ひ

は
を

み
が
き
、
舌
を

か
き

、
又
や
う
じ

く
わ
え

て
人
に
物

い
ふ
ま

じ
き
事

、
茶

の
水

を
手
足

二
つ
か

ひ
、
又
は
手
水

二
て
足
あ

ら
ふ
ま
じ
き
事

、
朝
う

が

い
ち
ょ
う
つ
せ
ず

、
髪

を
結
わ
ず
、
袴
を
き

ず
し

て
人

の
前

に

出

ル
事

、
客
人

へ
お
そ
く
出

て
あ

ふ
事
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、
戸
障
子
あ
ら
く
Lヱ
.あ

く
る
事
、
井
縁
板

あ
し
音
た
か

く
歩
く
事
、
人
之

近

二
而
高
ば
な

か
み
、
ざ
う
だ

ん
高
噺

、
井
深
夜

の
高
声

つ
つ
し
む
事

、
客

の
手
水
手

ぬ
ぐ

い
を
み
だ
り

に

つ
か

い
人

の
あ

せ
手
拭

い
二
而
汗
を

ふ
き
、
或

は
扇
子
を
引
ば

い

つ
か
う
事

、
お
し
板
敷
居

い
る
り

の
縁

へ
上
り

、
炬
燵

へ
ふ
か
く

い
る
事

、
手
水
か
ま

へ
に
小
便
す

る
事

、
机

に
の
ぼ
り
、
あ
る

い
は
人

の
も

の
か
く
処

二
あ

た
り
、
人
之
硯

そ
ば

よ
り
使
う
事

一
、
盤

の
あ

そ
び
あ
か
り
先

二
而

見
る
事
、
同
助
言
す

る
事

一
、
親
方

か
ま
し
き
人

の
異

見

い
ふ
事

、
他

い
行
状
折
紙
を

ひ
ら
き

見
る
事

一
、
他

の
女
.腸
け
し
か

ら
ず
見
る
事

↓
、
女

房
衆

の
前

に
而
ざ

ん
げ
物
語
す

べ
か
ら
ざ

る
事

一
、
仁

た
る
前

二
而
あ

せ
ぬ
ぐ
う
事

一
、
仁

た
る
家
内

に
む
ざ

と
入
る
事

、
或

は
あ
る
じ

の
留
守

に
長
居
致
す

こ

と
、
人

の
前

二
而
爪

を
切
、
亦
は

か
り

な
が
ら
ぬ
ぐ
わ
ず

し
て
返
す
事

、
他

の
は
き
も

の
を
む
ざ
と
は
き

又
は
は
き
違

へ
、
或

者
上
を
踏
む
事

、
人

の
寝
畳
莚
を

踏
或

ハ
枕
を
越

る
事

、
か

ん
ぎ

ん
所

二
而
う
た
ひ
舞

ふ
事

、
人

の
雑
談
を

語
り
直
し
或
は
雑

談
之
う
ち
ま

た
別
の
物
が
た
り
す

る
事

、
人

の
盃
戴

か
ず
し

て
の
み
、
又
た
ま
は

る
さ
か
な

い
た
だ

か
ず

し
て
喰

ふ
事

、
我

さ
か

つ
き

ふ
か
ず

し
て
主
に
さ
し
、
亦

は
貴
人

の
盃
長
び

か

へ
す
る

事

一
、
酒
の
中
場

に
て
む
ざ
と

立
事

一
、
杓
に
た
ち
膳
を
居

る
と
き
身
を
か
き
、
亦

は

口
を
き
く
事

一
、
膳
を
ひ
く
く
揃
す
す

へ
、
或
は
か
た
手

二
而
居
る
事

一
、
酒
も
り

の
席

へ
白

衣

二
而
出

る
事

一
、
的
場
或

ハ
山

野
酒
盛

の
場

に
乗
打
す

べ
か
ら
ざ

る
事

一
、
か
ら
ず
井
的

山
と
岩
之
間
を
通

る
べ
か
ら
ざ

る
事

一
、
石
を
立

た
る
庭
に
は
き
も

の
は
く
事

一
、
弓
馬
之
藝

に
は
か
ま
着
ざ

る
事

一
、
ざ
う
り

を
は
き

て
馬
せ
む

る
事

一
、
絵
讃
手

跡
む
ざ
と
誉

る
事

一
、
人

の
前

二
而
袴
を
着

、
又
は
ぬ
ぐ
事

一
、
高
位

へ
悪
筆

二
而
状

つ
か
は
し
又
あ
く
紙

に
て
書
く
事

一
、
我

二
字

名
字

一
字
書
事
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↓
、
人
之
名

字
か
な

に
か
く
事

一
、
ひ
ね

り
文
字

の
か
し

ら
を

な
が
く
ひ
ね

る
事

一
、
折
紙
封

せ
ず
し
て
遣

る
事

一
、
親
類
と

し
て
上
座
を
は

る
事

一
、
同
輩

二
而
茂
無

礼

に
し

て
新

盃
の
事

↓
、
人

の
ゆ
か
た
に
て
む
ざ
と
身
を

ふ
く
事

一
、
天
気

の
よ
き

に
木
履
は
く
事

一
、
分
も
な
く

し
て
上
座
好
事

一
、
人

々
前

二
而

じ
や
う

ぎ
を
用

る
事

、
位
な
く
し

て
判
を
大
き

に
す

ゆ
る
事

、
井
状
折
紙

に
印

判
を
用
事

、
鞠

の
場
は
き
も

の
は
く

べ
か

ら
ず

、
同
ま
り
場

の
木
と

軒

の
間
を
通

べ

し右

五
拾

一
ケ
條
者

三
儀

↓
統
之
糀
方

な
り
、
士
農

工
商
共

二
為

二
、
男

者
貌

方
を
知
ら
ざ

る
者

人
中

に
交
事
な
す

べ
か
ら
ず
、
人

々
心

懸
た
し
な

む
な

べ
き
こ
と
也

此
方
糀

方
様

々
あ
り
と

言
え
共

初
心
之

た
め
あ
ら
ま
し
か

く
の
如
し

当

流
躾
方
指
南

終
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小
笠
原
流
は
本
来
躾
方
指
南
と
し
て
の
民
間

に
啓
蒙
な
ど
は
お
こ
な
わ
な

い
、
小
笠

原
長
清
を
祖
と
す
る
武
家
故
実
を
司
る
家
柄
で
あ

り
、
分
か
れ

て
京
都
小
笠

原
家
、
総
領
家
、
平
兵
衛
家

(赤
沢
家
)
な
ど
の
流
派

が
あ
る
。
江
戸
時
代

、
徳
川
幕
府

の
諸
礼
は
京
都
小
笠
原
家

の
流
れ
で
あ

る
縫
殿

助
家
と
平
兵
衛
家
が
担

っ
て
い
た
。
本
資
料

に
は

「
小
笠
原
流
躾
方
指
南
」
と
あ

る
が
、
そ

の
来
歴
、
意
味
す

る
も

の
ま

で
知
る
こ
と

は
で
き
な

い
。

一
方

、
矢
吹
町
資
料
所
在
目
録
第

二
集
を
み
る
と
、
小
笠
原
長
時
ほ
か
九
名
の
名

が
あ

る

「
文
政
十
二
年

五
月
祝
儀
献
立
表
」

が
円
谷
善
人
家
に
残

さ
れ
て

い
る
。
長
時
は
総
領
家
の
流
れ
を
く
み
、
信
濃

深
志
城
主

の
と
き
に
武
田
信
玄
と

の
戦

い
に
敗
れ
た
後
、
越
後

・
伊

勢

・
京
都
を
経

て
会
津
に

い
た
り

、
こ
こ
で
礼
法
を
大
成

し
、
天
正
十

一
年

(
一
五
八
三
)

に
会
津
で
没
し
て

い
る
。
詳
細
を
こ
こ
で
述

べ
る

こ
と
は
で
き

な
い
が
、
南
会
津
や

県
南

に
は

こ
う
し
た
小
笠
原
流
と
す
る
躾
方
指
南

・
婚
礼
儀
式

の
礼
法
資
料

が
残

っ
て
い
る
。
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仕
事
着

の
準
備

家

の
女
た
ち
は
、
家
族
全
員

の
衣
料

の
具
合
を
毎

日
確
認
し
て

い
る
。
当
然
、

一
年

中
、
雨

の
日
や
毎
日
の
夜
業
仕
事

に
つ
ぎ
あ

と

初

お

ろ

し

て
な
ど
繕

い
も

の
も
し

て
い
た
が
、
す
で
に
繕

い
き
れ
な
く
な

っ
た
も

の
は
新
し
く
準
備

し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
秋

の
収
穫
が

一
段
落
す

る
こ
ろ
か
ら
次

の
年
の
田
植
え
前
ま

で
の
農
閑
期

に
は
、
普
段
着
と
仕
事
着

の
準
備
を
お
こ
な

っ
た
。

冬
場
に
仕
立

て
ら
れ
た
仕
事

着
は
、
田
植
え

に
お
ろ
す
の
が
普
通

で
あ

っ
た
。
田
植
え
は
稲
作
農
家
に
と

っ
て
は

一
年

の
農
作
業

の
は
じ
ま
り

で
あ

り
、
か

つ
、

一
番
大
切
な
作
業
で
あ
り
、

さ
ら
に
曲豆
作
を
占
う
意
味

で
も
重
要
な

ハ
レ

(晴

れ
)

の
行
事

で
あ
る
の
で
、
神
聖
な
心
持
ち
で
作
業

に
あ

た
り
、
服
装
も
仕
立

て
お

ろ
し

の
新

し

い
仕
事
着

で
お

こ
な

っ
た
。
仕
立

て
お
ろ
し
で
な
く
と
も
、

一
番
き
れ

い
な
仕
事
着
を
着
た
。
田
内

で
は
、
女

は
赤

い
タ
シ

コ

(裡
)
を
か
け
、
山
帯

の
上

に
白

の
ヒ
ボ

(紐

)
を
結

ぶ
の
が
サ

ツ
キ

(
田
植
え
)

の
正
装
で
あ

っ
た
と

い
う
。

新
調

の
普
段
着
は
正
月

に
お
ろ
す
と

い
う

こ
と
も
あ
る
。
着
古

し
た
普
段
着
を
仕
事

着
と

し
て
着
る

こ
と
も
あ

っ
た
。

矢
吹
町

で
は
、
田
で
働
く
の
も
畑

で
働
く

の
も
総
じ
て
山
仕
事
と
よ
ん
で

い
る
。
山
仕
事
に
着
る
も

の
を

ヤ

マ
ギ

・
ヤ

マ
ッ
キ

・
ヤ

仕

事

着

マ
ッ
キ
モ
ノ
と
よ
ん
で

い
た
が
、
最
近
は
野
良
着

・
仕
事
着

・
作
業
着
と
よ
ぶ
こ
と
も
多
く
な

っ
て
き
た
。

ヤ

マ
ギ

・
ヤ

マ
ッ
キ

・
ヤ
マ
ッ
キ

モ
ノ
は
簡
素

で
、
実
用
的
で
動
き

や
す
く
、
か

つ
寒
暑
に
適

用
し
て
つ
く
ら
れ
、
汚
れ
て
も
差
し
支
え
な
く

、
丈

夫

で
長
持
ち
す
る
こ
と

が
最
大

の
条
件
で
あ
る
。

さ
ら

に
、
労
働
と

い
う
観
点
か
ら
働
き
や
す

い
よ
う

に
、
全
国
ど
こ
の
地
域

で
も
仕
事
着
は
た

い
て

い
上
衣
と
下
衣
と
に
分
か
れ
て
い
る
。

ま
た
、
仕
事
着

の
布

地
は
、
矢
吹
町

で
は
木
綿

で

つ
く
ら
れ

て
い
る
が
、
女
性
民
俗
研
究
者
瀬
川
清
子

の
調
査
に
よ
れ
ば

、
東
北
地
方

の
隅

々
ま
で

仕
事
着

に
木
綿
が
普
及
し
た
の
は

日
清
戦
争

(
一
八
九

四
)

の
こ
ろ

で
、
そ
れ
以
前

の
仕
事
着
と

い
う
と
麻
布
が
ほ
と
ん
ど
で
、
柄
も
紺

や
黒
や
浅
黄

こ
ん
が
す
り

色

の
無

地
で
あ

っ
た
と

い
う
。
今

回
、
矢

吹
町
の
調
査

に
お

い
て
収
集

し
た
仕
事
着

、
ま

た
、
各

家

々
に
残

る
仕
事
着

は
紺

緋
と
紺
地
に
色

物
の
縞
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に
手
甲
を
は
め
る
の
が
仕
事

の
服
装
で
、
若

い
娘
な
ど
そ

の
姿
に
は
寸
分

の
隙
が
な
く
、

労
働
着
と
な

っ
て

い
た
。
隣
村

の
表
郷
村

で
は
、
男
女
と
も
ド
衣

は
紺

の
モ
モ
ヒ
キ
を
は

い
た

が
、

う

に
な

っ
た
と

い
わ
れ

る
。

柄

が
多
か

っ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
瀬
川
清
子
の
調
査
結
果
と
合
致
し
、
矢
吹

町
に
現
在
残

っ
て
い
る
も

の
は
日
清

戦
争
以
降

の
も

の
と
な
る
。

現
存
し
な
く

て
も

、
木
綿
以
外

の
仕

事
着

に
つ
い
て
話
を
聞
く

こ
と
が

で
き
な

い
か
と
考
え
調
査
を
お
こ
な

っ
た
が
、
聞
く
こ

と
は

で
き
な
か

っ
た
。

矢
吹
町

の
具
体

的
な
上
衣
と
し

て
は
、
ジ

ュ
バ
ン

・
ハ
ン
コ

・
ハ
ン
キ
リ

・
袖
な
し
が

あ

る
。
下
衣

に

モ
モ
ヒ
キ

(股
引

き
)
・
モ

ン
ペ
が
あ
る
。

そ

の
ほ
か

、
男

に
山

シ

ャ

ッ

.
乗
馬
ズ

ボ
ン

・
揮

・
ハ
バ
キ
な
ど
が
、
女

に
山
帯

・
前
掛
け

・
ヒ
ボ

・
腰
巻
き

・
手

指
し

・
手
甲

・
バ
バ
キ
な
ど
が
あ
る
。

男
は
下
衣
に
越
中
揮
を
着
け
、

モ
モ
ヒ
キ
を
上
衣

の
ジ

ュ
バ

ン
の
上
か
ら
は
き
、
寒

い

時
期
に
は
ジ

ュ
バ
ン
の
上

に
ハ
ン
コ
や
袖
な
し
を
羽
織
る
。
ジ

ュ
バ
ン
は
紺
無
地
や
細

い

縞
柄
が
多

か

っ
た
。
下
衣
に
六
尺
揮
を

は
く
者
も

い
た
。

女
は
下
衣

に
縞

の
モ
ン
ペ
を
上
衣
の
ジ

ュ
バ
ン
の
上
か
ら
は
き

、
寒

い
時
期

に
は
ジ

ュ

バ

ン
の
上
に

ハ
ン
コ
や
綿
入
れ
を

羽
織

る
。
矢
吹
町

の
女
の
人
の
仕
事
着
姿
を

い
い
表
す

か
す
り

言

葉

と

し

て

「縞

の

モ

ン

ペ
に
緋

の

チ

ャ

ン
チ

ャ

ン
」

が
あ

る
。

チ

ャ

ン
チ

ャ

ン
は

チ

ャ

ン
チ

ャ

ン

コ
と

も

い

い
、

袖

な

し
半

纏

(
ハ

ン

コ
)

の
総
称

で
あ

る

。

ゴ

ね

き

ルへ
は

ん

さ
ら
に
山
帯
、
そ

の
上
か
ら
前
掛
け
を
し
め
る
。
脛
に
は
脚
絆

や

ハ
バ
キ
を

つ
け
、
手

凛
と

し
て
す
が
す
が
し
さ
も
雰
囲
気
と
し

て
あ
る
伝
統
的
な

大
正
時
代
の
は
じ
め
ご

ろ
か
ら

モ
ン
ペ
を

は
く
よ
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ジ

ュ
バ
ン
の
柄
は
年
齢
に
よ

っ
て
違
う
柄
が
好

ま
れ
た
。
若

い
人

に
は
緋
や
太

い
縞
柄
が
好
ま
れ
、
年

配
に
な
る

に
つ
れ
て
緋
は
小
さ

い
柄
と
な
り
、

縞
は
次
第

に
細
く
な
る
よ
う

で
あ

る
。

矢
吹

町
で
は
、
仕
事

の
と
き
に
男
は
笠
を
被
る
か
よ
じ
り
手
ぬ
ぐ

い
な
ど
を
、
女
は
必
ず
手
ぬ
ぐ

い
で
ほ

っ
か

ぶ
り
を
し
た
。
笠

や
手

ぬ
ぐ

い
な
ど

の
被
り
物

に

つ
い
て
は
項
を
改
め
て
記
述
を
お

こ
な
う

。
矢
吹
町

に
お
け
る
お
お
よ
そ
昭
和
三
十
年
代
ご
ろ
ま

で
の
伝
統
的
な
労
働
時

の
衣
装
姿
は
だ

い
た

い
こ
の
よ
う
な
も

の
で
あ

っ
た
。

昭
和
三
十
年
代
ご

ろ
ま

で
の
農
家
で
は
、
大
人

の
着
物
と
し
て
冠
婚
葬
祭
以
外
で
着

る
も

の
が
、
仕
事
着

と
日
常
着

(普
段
着
)
が
同
じ
も

の
で
あ

っ
た

こ
と
も

、
今
と
は
大
き
く
違

っ
て

い
た
。
た
だ
し
、
葬
式
手
伝

い
は

ヤ
マ
ギ
で
お
こ
な

っ
た
。

こ
う
し
た
場
は
、
女
性

に
と

っ
て

一
つ
の
社
交

の

場
、
他
人
に
技
量

や
器
量
を
ひ
け
ら
か
す

こ
と

の
で
き
る
場
で
あ

っ
て
、
特

に
山
帯
は
あ
で
や
か
な
色
合

い
の
も

の
を
選
び
、
し
め
た
も
の
だ
と

い
わ

れ
る
。

昭
和
三
十
年
代
も
後
半

に
な
る
と
シ

ャ
ツ
を
着

る
よ
う

に
な

っ
た
。

上
衣

に
は
山
ジ

ュ
バ

ン

(山
嬬
衿
。
ヤ

マ
ジ
バ
ン
、
単

に
ジ

バ
ン
、
ジ

ュ
バ
ン
と
も

い
う
)
や

ハ
ン

コ
が
あ
り
、
夏

の
山
仕
事

に
は

山
ジ

ュ
バ
ン

男
も
女
も
素
肌

に
山
ジ

ュ
バ
ン
を
着
た
。

ハ
ン
コ
は
主

に
節
句
手
伝

い
や
葬
式
手
伝

い
、
カ
ミ
ゴ
ト
の
と
き

に
着

て
山
仕
事

に
は
着

な

い
と

い
う
が
、
中
に
は
汗

の
か
か
な

い
と
き

の
普
段
着
と
し

て
着
る
場
合
も
あ

っ
た
よ
う
だ
。
ま

た
、
山
ジ

ュ
バ

ン
は

ハ
ン

コ
よ
り
袖
が
細
く
仕
事

が
し
や
す
く
、
山
に

い
く
と
き

に
は
男
女
と
も

山
ジ

ュ
バ
ン
の
上
に

ハ
ン
コ
を
着

て
出
か
け
た
。

男
の
山
ジ

ュ
バ
ン
は
身
丈

が
ひ
ざ
ま

で
の
短

い
も

の

(短
衣
)
で
、
丈
が
腰
ま

で
の
も

の
と
腰
が
隠

れ
る
程
度

の
も

の
と
が
あ

る
。
袖
は
ゴ
ミ
が
は

い
ら
な

い
よ
う
に
、
ま
た
、
仕
事
を
す

る
と
き

に
動
き

や
す

い
よ
う

に
腕
全

体
が
細
く
短

い
ス
ッ
ポ
、

シ

ッ
ポ
、
ま
た
は

ツ

ッ
ポ
と

よ
ば
れ
る
筒

袖

ま
ち

(鉄

砲

、

鉄

砲

袖

と

い
う

こ

と

も

あ

る
)

で

、

腕

を

動

か

し

や
す

い
よ

う

に

と

脇

の

下

に
棺

を

い
れ

た

り

、

中

に

は
脇

裾

に

三

寸

ほ
ど

の

ウ

マ
ノ

リ

(
ス
リ

ッ
ト

。

切

り

こ

み

)
を

い
れ
た

も

の
も

あ

る

。

ま

た

、

後

世

の
工

夫

で

あ

ろ

う

が

、
手

甲

を
袖

に
結

び

つ
け

て
上

衣

と

一
体

と

し

た

も

の
も

み

ら

れ

る

。
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【写真4】 山 ジュバン2〔 提 供 月一内昭 子 ・{城 目)

【写真6】 山 ジュバ ン4(提 供 者不明)

【写真8】 山ジュバ ン6(提 供 鵜 飼 トメ ・白山1

纏

【写 真11】 山 ジュバ ン9
ぬい ぐるみ じゅばん(手 首にホ ッ

クがある)

(提供 井 ヒキ ク ・旧内)

【写真3】 山 ジュバ ン1醍 供 丹内昭r・ 三 城 目)

【写真5】 山ジュバ ン3醍 供 高久サ ト・原宿)

【写真7】 山ジュバ ン5(提 供 小林 ハルヨ)

【写真10】 山 ジュバ ン8

ね じり じゅばん 〔岩瀬 系)〔 袖 は

切れ ていない}

〔提供 井 ヒキ ク ・田内)

【写真9】 山 ジュ

ね じりすっぼ(

山仕 事用。袖が
/提 供



第一節 衣

腕
全
体
と
胴
部

の
布
地
が
同
じ
場
合
を

「縫

い
ぐ
る
み

(
ヌ
ッ
ク
ル
ミ
と
も

い
う
)」

と

い
う
。

女
は
古
く
は
長

い
着
物

(ナ
ガ

ッ
キ
モ
ノ
と
も

い
う
)
を
着
て
働

い
て
い
て
、
尻
を
は
し
ょ
り
、

下
衣
は
紺

の
モ
モ
ヒ
キ
を
は

い
た
。
大
正
時
代

の

は
じ
め

の
こ
ろ
か
ら
モ
ン
ペ
を
は
く
よ
う

に
な

っ
た
と

い
わ
れ
る
こ
と
は
先
述
し
た
。

み

ご
ろ

上
衣

の
女
用

の
山

ジ

ュ
バ
ン
は

ア
ブ
ラ
ゲ
袖

(身
頃
八
寸
に
袖

口
四
寸

の
三
角
袖
を

い
う
)
が
多
く
、
仕
事
を
す
る
と
き

に
は

タ
シ
コ
を
か
け
、
素

肌
を
さ
ら
す
こ
と
で
怪
我
を
し
な

い
よ
う
に
と
手
刺

し
を
腕
に
巻

い
て
手

甲
を

つ
け
る

こ
と
も
あ

っ
た
。

山
ジ

ュ
バ
ン
は
男
女
と
も
木
綿
地

で
、
男
用
は
紺
無
地
か
細

い
紺
と
浅
黄
色

の
縞
織
り
が
多

く
、
女
用
は

「
肩
切
り
」

と
称

し
て
肩
か
ら
胸

の
前
後

ろ
、
襟

の
部
分
を
紺
緋

の
布
地
、
腕
と
胸
下
、
胴
の
前
後

ろ
を
紺

の
木
綿
地
に
し
て
い
る
も

の
が
多

い
。
矢
吹
町

で
は

コ
肩
切
り

ジ

ュ
バ
ン
」
と
よ
ん

で

い
る
。
ど

の
程
度

の
肩
切
り

に
す
れ
ば
よ

い
の
か
と

い

っ
た
決
ま
り
ご
と
も
あ

っ
た
よ
う

で
、
「胸

の
部
分
は

二
尺
五
寸

で
止
ま
る

の
が
よ

い
」

と

さ
れ
て

い
た
。

肩
切
り
ジ

ュ
バ
ン
は
矢
吹

・
白
河

に
多
く
、
田
内
で
は
み
ら
れ
な

い
。
円
内
で
は
紺
地

に
襟
だ
け
が
緋

の
ジ

ュ
バ
ン

(大
信
系
と

い
う
)

や
紺
無
地

に
襟
と
袖

が
緋

の
ジ

ュ
バ
ン

(岩
瀬
系
と

い
う
)
が

ほ
と

ん
ど

で
、
「
田
内
以
外

の
矢
吹
町
で
は

一
般
的
で
は
な
か

っ
た
」
と

田
内

で
は
話
し

て
い
る

が
、
聞
き
と
り
調
査
を
集
約
す
る
と

、
田
内
以
外

の
ほ
か
の
地
区

で
使
わ
れ
る
よ
う

に
な

っ
た

の
は
昭
和
以
降
の
こ
と

で
あ
ろ
う
か
。
肩
切
り
ジ

ュ
バ

ン
は
矢
吹

町
全
域

に
残

っ
て
い
る
。

仕
事
着
も
長
く
着

て

い
る
と
破

れ
も

し
、
傷

み
も
す

る
。
矢
吹
町

に
は
刺
し
子

の
も

の
は
み
ら
れ
な
か

っ
た
が

(残

っ
て
は

い
な
か

っ
た
が
)
、
傷

ん
だ
と
こ
ろ
は
別
布
を
あ

て
て
繕

い
直

し
た
り
刺
し
子
を
重
ね

る
こ
と
が
あ

っ
た
と

い
う
。

あ
さ

ぎ

い
ろ

衣
装
と
し
て
仕
事
着
を
み
る
と
、
山
ジ

ュ
バ
ン
の
柄
に
は
年
齢

に
よ
る
差
、
好

み
が
あ
り
、
男
用
は
紺
無
地
や
細

い
紺
と
浅
葱
色

の
縞
織
り

が
多
く
、

女
用
は
年
寄
り
は
細
く
て
茶
色

の
縞
、
若

い
者

は
太

い
赤

い
縞

が
好
ま

れ
、
同
様

に
年
寄
り
は
細
か

い
緋
、
若

い
者
に
は
太

い
緋

が
好
ま

れ
た
。

「子

持
ち
縞
」

の
呼
び
名
も
あ
る
。
ほ
か
に
も

「
緋
は
久
留
米
緋

が
上
等
」

「木
綿
素
地

に
は
薄

い
も

の
と
厚

い
も

の
と
が
あ

り
、
会

津
木
綿

は
厚
く
上
等

品

で
あ

っ
た
」
「
緋
袖
は
岩
瀬

の
特
色
、
と
も
袖

は
大
信

の
特
色
」

「会
津
縞
は
高
価
」
、
ま
た

「仕
事
着

の
柄
や
色
は
地
区
に
よ
り
違

い
が
あ

る
」
と
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も

い
わ

れ
、

同

じ

仕
事

着

で
も

素

地

の
差

も

あ

っ
た

。

袖

の
形

に

は

、

ス

ッ
ポ

、

シ

ッ
ポ

ま

た

は

ツ

ッ
ポ

と

よ

ば

れ

る
筒

袖

・
ゲ

ン

ロ

ク

袖

.
船

底

袖

・
ネ

ジ

リ

ス

ッ
ポ

(よ

じ

り

袖

)

な

ど
数

種

類

が

み

ら

れ

、
袖

の
特

徴

か

ら

シ

ッ
ポ

ジ

ュ
バ

ン
、
ネ

ジ

リ
ジ

ュ
バ

ン
な

ど

と

よ

ぶ

こ
と

も

あ

る

。

ハ

ン
キ

リ
は

裏

地

を

つ
け

な

い
単

衣

で
、

普

段

着

や
余

所

い
き

と

し

ハ

ン

キ

リ

て
着

る
場

合

が

多

い

の
に

対

し

て

、

ハ
ン

コ

(山

バ

ン

コ
)
は

裏

地

が

つ
き

ハ
ン
キ

リ

よ
り

多

少

裾

が

長

く

、
九

月

か

ら

=
.月

ま

で

の
寒

い
時

期

に
ジ

ュ
バ

ン

の
上

に

着

る

野
良

着

で
あ

る

。

木

綿

地

に
緋

模

様

の
も

の
が
多

い
。

【写 真12】 ハ ンキ リ1(提 供 丹[ノ・川臼気 誠 目〕

【写真13】 ハ ンキリ2(提 供 星信之助 ・大和内 〕

魎 種麺](「 衣の暮 らしと女性』より)

u『
ゲ ン ロク サ ンマ ノデ

コ イク チ

フナ ゾ コ

ネジ リス ンボ

モジ リソデ

ムジ ワソデ

【写真14】 ハンキリ3(提 供 高久 ヨシf-・ 原宿)

ロ
カクソ デ

町 〔T
ヒ ロソ デ ソ ンノデ

lll罪・デ

『 『
ll撚 アプラゲソデ

【図1】 袖の種類【写真15】 ハ ンキ リ4(提 供 大野弘 美 小松)
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第 一節 衣

寒

く

な

る

と

山

ジ

ュ
バ

ン

の
う

え

に

ソ

デ

ナ

シ

(袖

な

し

V

や

ハ
ン

コ

(山

バ

ン

コ
)
、

半

纏

を

羽

織

り

、

山

バ

ン

コ

に

タ

シ

コ
を

か

け

た

。

山

ジ

ュ
バ

ン
よ

り

袖

が

太

く

、
士

法

的

に
長

衣

に
仕

立

て
ら

れ

て

い
る

。

ソ
デ

ナ

シ
に

は

、

袷

に

し

て
綿

を

い
れ

た
綿

入

れ
袖

な

し

も

あ

る

。

雨

天

の

田
植

え

な

ど

の
水

に

つ
か

る

作

業

は

肌
寒

く

、

山

バ

ン

コ

・
半

纏

は
袷

に
仕

立

て
、

袖

の

形

に
は

ゲ

ン

ロ

ク
袖

・
船

底

袖

な

ど

が

あ

る

。

極

々
寒

い
と

き

に
は

綿

入

れ

ハ
ン

コ
を

着

、

女

性

は

山
帯

を

し

め

た

う

え

か

ら
綿

入

れ

袖

な

し

を
着

た
。

ハ

ン

コ
は

山

ジ

ュ
バ

ン
よ

り

単

衣

に
仕

立

て
ら

れ

、

丈

は

腰

あ

た

り

く

ら

い
ま

で

で
あ

る

。

「
緋

の
チ

ャ

ン
チ

ャ

ン
」

と

も

よ

ば

れ

る

よ

う

に
、

襟

を

含

め

て
緋

の
生

地

で
統

一
さ

れ

る

と

い
う

地
区

も

あ

る
。

【写真17】 ハ ンコ1醍 供 高久 ヨシ」'・原宿)

【写真18】 ハンコ2(ね じりす っぽ袖

〔提 供 高久ヨ シゴー 原宿

仕
事

が
し
や
す

い
よ
う

重

宝

し

た

。

【写真191ハ ンコ3(ね じりすっぽ袖

(提供 高久 ヨシ子 ・原宿

【写真16】 綿入 れ袖 なし

(提 供 丹内昭 」㌔ 三城目)【写真20】 ハ ンコ4(提 供 大野弘美 ・小松)
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男
用
は
木
綿
地
に
濃
紺
の
無
地
が
多
く
、
女
用
は
濃
紺

の
地

に
茶
や
赤
な
ど

の
縞
織
り

で
多
彩
で
あ
る
。
袖
は
広

口
で
船
底
袖

・
ネ
ジ
リ

ス
ッ
ポ
な

ど
が
あ
り
、
女
用
は
脇
の
下
の
所
が
あ

い
て
い
る
。
襟

は
紺
色

に
す
る
こ
と
が
多

い
。

女
性

の
普
段
着

の
ハ
ン

コ

(
ハ
ン
キ
リ
)
に
は
緋

の
柄

が
多

い
。
袖
に
丸

み
を

つ
け
る
が
、
丸
み
の

つ
け
か
た
は
大
小
さ
ま
ざ
ま

で
あ
る
。
袖
付

が

み

ご
ろ

八
寸

で
袖

口
が
四
寸
と
な
る
ア
ブ
ラ
ゲ
袖
も
み
ら
れ
る
。
身
頃
も
袖
も
同
じ
布

で
仕
立

て
た
も
の
は
ヌ

ッ
ク
ル
ミ
と

い
う

。
外
出

の
と
き
に
着
て
出
か

け
る
こ
と
も
あ

っ
た
。
丈

は
男
用
が
短
く
、
女
用
が
長

い
。

普

段
着

・
仕
事
着
は

ハ
ン
コ
、
余
所

い
き

に
は
同
じ
形
で
も
上
等
な
も

の
な

の
で
半
纏
と

よ
び

わ

け

る
よ
う

で
あ
る
。

ー

男

の
下
衣
に
は
、
サ
ル

マ
タ
や
揮

の
上
に
直
接

は
く

モ
モ
ヒ
キ
が
あ

っ
た
。

モ
モ
ヒ
キ

(股
引

き
)

須
賀

川
で
は
男
女
と
も

に
は

い
て

い
た
が
、
大
正
時

代

の
末
期

に
モ
ン
ペ

が
流
行

し
て
以
降
、
女
性
は

モ
ン
ペ
を
は
く

こ
と

が

一
般
化

し
た
と

い
わ
れ
る
。
矢
吹
町

で
も
男
女

と
も

モ
モ
ヒ
キ
を
は

い
て
い
た
が
、
格
好
が
悪

い
と

い
う

の
で
女

性
に
は
不
評

で
、
昭
和

の
初
期
ご

ろ
か

ら
女
性

の
下
衣

は
次

第
に

モ
ン
ペ
に
か
わ

っ
て
い

っ
た
と

い
わ
れ
る
。
当
時
、
普
段
着
と
し

て

も
余
所

い
き
と

し
て
も

モ

ン
ペ
の
着
用
は
常

で
あ

っ
た

が
、
特

に
戦
争

中
の
昭
和
十
七
年

に
、
厚
生

省
生
活
局

か
ら

戦
時
体
制

下

の
婦
人

の
標
準
服
が
制
定

さ
れ
て
、

モ
ン
ペ
と

腰
切
り

の
上
衣
を
着

る

こ
と
が
義
務
付
け

ら
れ

て
か
ら
は
、
仕
事
着
と
し

て
も

一
般
化
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

モ
モ
ヒ
キ
は
濃
紺

の
木
綿

地
で
身
頃

・
芯

・
ひ
き
回
し

の
三
部
分

か
ら
な
り

、
袴

の
よ
う

に
前
後

に
分
か

れ
た
も

の
で
は
な

く
、
前
身
頃

が
後

ろ

で
交
差

し
、
ひ
も
を
前
結
び

に
し
た
も

の
で
あ
る
。

股
下

に
撹
が
な
く
、
前
後
と
も

股
下
が
割
れ

て
い
る
。
脛

に
密
着

し
、

腰
部

の
前

屈
に
楽

で
動
き
や

す

い
形
に
で
き

て
い
た
。

【写真22】 モモヒキ2【 写真21】 モモ ヒキ1

(提供 矢吹 トモ ・三城 目)(提 供 丹内昭子 ・三城 目
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モ
ン
ペ
が
ど

こ
を
経
由
し

て
は

モ

ン

ペ

い
っ
て
き
た

の
か
は
不
明

で
あ

る
が
、

モ
モ
ヒ
キ

の
項
で
述
べ
た
よ
う

に
矢
吹
町

で
も
古
く
は
仕
事
着
と
し
て
は
男
女
と
も

モ
モ
ヒ

キ
を

は
い
て
い
て
、
昭
和
の
初
期
ご

ろ
か
ら
女
性

の
ド
衣
は
次
第

に
モ
ン
ペ
に
か
わ

っ
て

い
っ
た
と

さ
れ
て

い
る
の
で
、
そ
れ
以
来
の
衣
装
と

い
う

こ

と
に
な

る
。

第

二
次
世
界
大
戦
後

の
主
た
る
女

の
下
衣

は
モ

ン
ペ
で
あ

る
。
モ
ン
ペ
も
は
じ
め
は
腰
脇
が
開
き
、

袴
と
同
様

に
左
右

二
本
ず

つ
の
ひ
も

を
結

ん
で
し

ば
る
山
袴

型
の
も

の
で
、
ジ

ュ
バ

ン
の
ヒ
を

山
帯

で
し
め
、
そ
の
上
か
ら

モ
ン
ペ
の
ひ
も
で
し
め
て

着
る
も

の
で
あ

っ
た
が
、
次
第
に
腰
脇

の
開
き

が

閉
じ
ら
れ
て
、
ひ
も
か
ら
ひ
も
な
し

の
ズ

ボ

ン
型

の
ゴ
ム

い
れ
に
か
わ

っ
て
い

っ
た
。
ズ

ボ

ン
型
の

ゴ

ム

い
り

モ

ン
ペ
は
着
脱

に
は
便

利

で
あ

っ
た

が
、
か
が
む
と
ゴ
ム
が
伸
び

て
胴

の
部
分
が
ず
り

落
ち
た
り
、
野
良
仕
事
中

に
小
用
を
も
よ
お
し
た

【写 真25】 モンペ3
〔弔結f共 星信許≧∬力 ノく禾「1「ノ・1)

【写真24】 モ ンペ2

(提 供 丹内昭子 二城 目)

【写 真23】 モ ンペ1

(イ是f雲ヒ ∫」jlノ、」日r{jアー 三城[D

【写 真27】 モンペ5【 写真26】 モンペ4

(提 供 大野弘美 小 松)(提 供 角田朋 ゴー 田1ノ・1)

【写真28】 モ ンペ6

(提供 高久ハ ッ 原
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と
き

に
モ
ン
ペ
全
部
を
お
ろ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
下
半
身
が
丸
見
え
と
な
る
な
ど

の
欠
点
も

あ

っ
た
。

ま

た
、
柄
と
し
て
は
子
ど
も
用

に
は
太

い
縞
柄
、
大
人
用

に
は

「
子
持
ち
縞
」
と

い

っ
て
細

い
縞
柄
が
好
ま
れ
た
が
、
色
も
年
寄
り

に
は
茶

の
縞

が

好
ま

れ
、
若

い
人
は
赤

の
縞
を
好
ん

で
用

い
た
。

し
か
し
、

モ
ン
ペ
が
畑
仕
事

に
は
向

い
て
も
、
水

の
中

に
は

い
る
田
の
仕
事

に
は
だ
ぶ
だ
ぶ
で
閉
ま
り

の
な

い
モ
ン
ペ
は
不
都
合

で
、
依
然
と
し
て

こ
う

し
た
仕
事
に
は
モ
モ
ヒ
キ
を
は

い
て
い
た
が
、
モ
ン
ペ
が

一
般
的
に
な

る
と
、
田
仕
事
に
は

い
た
と
き

に
は
ひ
ざ

下
が
ゆ
る
く
だ
ら
し
な
く
な

ら

な

い
よ
う

に
ひ
ざ

下
と
足
首

の
上

の
二
か
所
を
藁

や
ひ
も

で
し
ば

っ
て
動
き

や
す

い
よ
う
に
工
夫

し
た
。

中
畑

で
は
木
綿
地
の
会
津

モ
ン
ペ
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
か

っ
た
が
、
第

二
次
世
界
大
戦
後
に

一
時
期
流
行
し

て
、
そ
れ
以
来
着
る
よ
う
に
な

っ
た
と

い
わ
れ

て
い
る
。

男
の
場
合
、
仕
事
で
は
山

ジ

ュ
バ
ン
を
着
、
角
帯

の
古

い
も

の
を
し
め
た
。
表
郷
村

で
は
明
治
三
十
年
ご

ろ
か
ら

ヘ
コ
帯
を

し
め

る

山

帯

よ
う

に
な

っ
た
と

い
う
。

女
は
山
帯
を
し
め
た
。
山
帯
は

「
ポ

ロ
帯
」
と
も

い
い
、
山
ジ

ュ
バ
ン
の
上

に
巻
く
。
大
概
幅

八
寸
、
長
さ
八
尺
ぐ
ら

い
で
、
四
寸
幅
に
二

つ
折
り

に
た
た
み
、
二
重

に
巻

い
て
身
体

の
後

ろ
で
結

ん
で
し
め
た
。
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第一・節 衣

腰
に
し
め
る
と
か
た
く
安
定
感
が
あ
る
の
で
山
仕
事
に

い
く
と
き
な
ど

に
巻

い
た
。
農
作
業
は
山
帯
を
し
め
て
す

る
こ
と
が
女

の
た
し
な

み
、
あ
た

り
ま
え

の
服
装
と
さ
れ
て
い
た
ら
し
く
、
ひ
も
な
ど

で
し
め
て

い
る
と
だ
ら
し
な

い
と
陰
口
を
た
た
か
れ
た
。

着
れ
な
く
な

っ
た
着
物

や
使

い
古
し

の
ポ

ロ
布

(古
布
)
は
捨

て
な

い
で
洗

い
張
り
を
し
、
再
利
用
す
る
。
細
く
裂

い
て
緯
糸

に
、
養
蚕
の
残
り

の

屑
繭
か
ら
と

っ
た
絹
糸
を
経
糸

に
し
、
柄
、
模
様
を

工
夫
し

て
自
分
で
織

っ
た
。
昭
和
二
、
三
十
年
代
ま

で
は
、
ど
こ
の
家

に
も
織
り
機

(ジ
バ
タ
ま

ヒ

ゆ

ロつ

ニ

た
は
タ
カ
バ
タ
)

が
あ

っ
て
盛

ん
に
織
ら
れ
、

こ
う
し
た
技
術
は
嫁

の
仕
事
と

し
て
母
親

や

姑

か
ら
教
え
ら
れ

て
い
た
。
織
り
機
の
な

い
家
で
は
、

近
所
の
人

に
頼
む

こ
と
も
あ

っ
た
。

夏
用
の
幅

の
せ
ま

い

一
重
帯

は
み
ら
れ
な

い
。

い
ち

ま

つ

現
在
矢
吹
町
に
残

っ
て

い
る
山
帯

の
柄
は
市
松
模
様
な
ど
多

様

で
、
か

つ
、
彩

り
も

あ
ざ

や
か
な
も

の
が
多

い
。

「出
来
栄
え

に
は
織
り
手

の
女
性

の
セ

ン
ス
が
あ
ら
わ
れ
る
」
と

さ
れ
、
特

に
葬
式
な
ど

の
冠
婚
葬
祭

の
手
伝

い
の
場
は
女
性
の
社
交

の
場

、
「
お
し

ゃ
れ
」
を
競

い
あ
う
場

に
も
な

っ

て
い
た

の
で
、
手
伝

い
仕
事

の
服
装
で
も
仕
事
着
と
し
て
着

ら
れ
る
ヤ

マ
ギ

・
山
帯
は
そ
の
意
匠
や
技
術
を

評
価

し
あ
う
、
い
わ
ば
品
評
会

の
様
相

で
、

手
伝

い
に

い
く
と
き

に
は
持

っ
て
い
る
山
帯

の
何
本

の
う
ち
か
ら
特

に
自
慢

の

一
本
を

し
め
て
出
か
け
た
。

裡

(
タ

シ

コ

)

女
は
仕
事

を
す
る
と
き
、
特

に
袖
が
筒
袖

で
は
な
く
、
ネ
ジ
リ
の
ネ
ジ

リ
ジ

ュ
バ

ン
を
着
た
と
き

に
は

タ
シ

コ
を
か
け
た
。
矢

・
ひ
も

(
ヒ
ボ

)

吹
町

で
は
タ

ス
キ
と

は

い
わ
ず
、
も

っ
ぱ

ら
タ
シ

コ
と
よ
ん
で

い
る
。

ー酌

田
内

で
は
、
女
は
赤

い
タ
シ
コ
を
か
け
、
山
帯

の
ヒ

に
白

い
ひ
も
を
し
め
る
の
が
田
植
え

の
と

き

の
決
ま

っ
た
服
装
で
あ

っ
た
と

い
う
。

ひ
も

(矢
吹
町
で
は

「
ヒ
ボ
」
と

い
う
)
も
タ
シ

コ
も
端
布
を
縫

い
あ
わ
せ
て

つ
く
る
。

い
ろ

い
ろ
な
柄

の
布
を
用

い
る
の
で
多
種
多
様

で
あ
る
が
、
盆
祭
り

の
踊
り

で
は
あ

で
や
か
な
浅
葱
色

の
タ
シ

コ
が
あ

る
。
三
城
目
で
は
山
前
掛
け

に
赤

い
ヒ
ボ
を
す

る
の
が
若
者
向
き

で
、
年
寄
り
に

な
る
と
白
色

の
ヒ
ボ
を

つ
け
る
よ
う

に
な

る
と

い
う
。

【写真32】 タシコ

(提供 小磯 キクエ
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第一章 衣 食 住

山
帯

の

前

掛

け

上
か
ら

し
め
る
。
前
掛
け
は
木
綿

の
紺
緋

が
ほ

と
ん
ど

で
、

白

色

の
ヒ
ボ
を

つ
け

る
。

短
め
の
前
掛
け
は
、
女

の

人
に
と

っ
て
お
し

ゃ
れ
で

も
あ

る
。
山
前
掛
け
と
も

い
い
、

さ

露

【写真33】 前掛 け1

(提供 高久サ ト・原 宿)

三
城
目
で
は
緋
地

に
赤

い
ヒ
ボ

に
す
る

の
が

若
者
向
き

で
、
年
寄
り

に
な
る
と
白
色

の
ヒ
ボ
を

つ
け
る
よ
う

に
な
る
と

い
う

。

か

ル
ば

う

ぎ

 
写
真

52
の
田
植
え
風
景
の
写
真

で
は
割
烹
着
を
着

て
田
植
え
を
し

て
い
る
風

鍵
、

、.腰、

醸

灘
灘灘

懸.i難灘総

真34】 前掛 け2(提 供 村社 キ ヨ 三城 目)

 

籔
難
醇

景
が
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ま

で
は
ネ
ジ
リ
ジ

ュ
バ
ン
が
主
流

で
、
ネ
ジ
リ
ジ

ュ
バ
ン
に
タ
シ

コ
を
か
け
て
お
こ
な

っ

て
い
た
。
割
烹
着
が
着
ら
れ
る
よ
う

に
な
る

の
は
、
田
内

で
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
な

っ
て
か
ら
と

い
わ
れ
る
。

手
甲
は

テ
サ
シ
と
も

よ
ば

れ
る
。
女
は
田
植
え
や
稲
刈
り
、
ム
ギ
の
刈
り
と
り
、
草
刈
り
に

手
甲

(テ
サ
シ
)

は
手

に
テ
サ

シ
を

し
た

。
女

は
山
ジ

ュ
バ

ン
を
着
、
タ
シ

コ
を
か
け

て
仕
事
を
す

る
の
で
、

腕
が
肌
を

さ
ら
す

こ
と

で
怪
我
を
し
な

い
よ
う

に
手

の
甲
か
ら
腕

の
中
ご
ろ
ま

で
を
覆
う
手
甲
を

つ
け
る
。
ト
ゲ

や
切
り
傷

、
す
り
傷
、
虫
除
け
に
な

っ
た
。

男
物

は
筒
型
、
女
物
は
手

の
甲
を

日
焼

け
か
ら
守
る
た
め
に
ベ

ロ
と

い
う
甲
掛
け
が

つ
い
て
い
た
。
手
首

の
部

分
に
は
古
く
は

ヒ
ボ
が

つ
い
て
い
て
、
こ
れ
を
巻

い
て
固
定
さ
せ
て

い
た
が
、
次
第
に

コ
ハ
ゼ
で
留

め
る
よ
う

に

ひ
じ

な

っ
た
。
肘

の
部
分
は
ゴ
ム
を

い
れ
る
が
、
ゴ
ム
が
使
わ
れ
る
以
前

は
す

ぼ
め

て
い
た
。

、奪

【写真35】 前掛 け3(提 供 塩 田ハ ツエ)【写真36】 手甲(提 供 佐 久間貞子)
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ま
た
、
男
女
と
も

木
綿
製
の
紺
無
地

の
も

の
が
多

か

っ
た
が
、
女
性

の
中

に
は
好

み
の
柄

で
つ
く

る
人
も

い
た
。

地
区
に
よ
り
色

が
少
し
ず

つ
違

っ
て
い
た
と
も

い
わ
れ
、
大
畑

で
は
紺
、
根
宿

・
原
宿

で
は
縞
柄
で
あ

っ
た
と

い
う
。

冬

の
山
仕
事

に
は
、
脛

に

ハ
バ
キ
を

つ
け
た
。
脛
を
保
護
す
る
と
と
も

に
保
温
効
果
も
あ

っ
た
。

ハ
バ
キ
と
脚
絆

バ
バ
キ
は
足

の
も
も

の
形
状

に
あ
わ
せ
て
下
が
せ
ま

い
筒
状
に
と

ら
れ
、
上

の
部
位

に
ひ
も
を

つ
け
る
。

布
製
と
藁
製
と
が
あ

っ
て
、
布
製

の
場
合

、
濃
紺

の
木
綿
が
多

く
裏
地
を

つ
け
る
。
問
は
爪
で
留
め
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
ま
た
、
藁
製

の
場
合

に
は
藁
の
ミ
ゴ

(芯

の
部
分
)
を
縦
に
と

っ
て
編
ん
だ
。

普
段
着
を

へ
ー
ゼ
ー
キ

モ
ノ

(
平
常
着
物
)
と
よ
ぶ
も

の
の
、
矢
吹
町
で
も
、
特

に
農
家

で
は
起

普

段

着

き
て
寝
る
ま

で
の

一
日
の
大
半

を
仕
事
着

の
ま
ま
で
過
ご
す
た
め
、
仕
事
着
と
明
確
な
差
は
な
か

つ
た
よ
う
だ
。

つ
ぎ
あ
て

の
な

い
も

の
や
汚
れ

て
い
な

い
も

の
を
普
段
着
に
し
、
普
段
着
が
汚
れ
て
古
く
な

る
と
仕

事
着
に
回
し
た
り
、
ま
た
、
布
地
の
よ
い
も

の
や
柄
模
様

で
普
段
着

に
決
め
た
り

、
冬

の
綿
入
れ
を
春
に
綿
を
抜

い

て
袷
に
し
、
古
く
な
る
と
夏
に
単
衣
に
す

る
こ
と
も
あ

っ
た
よ
う
だ
。

『衣

の
暮
ら

し
と
女
性

』

(今
泉
令
子
著

歴
史
春
秋
社
発
行
)

に
は
会
津
金

山
町

の
盆
唄

の
歌
詞

の
ひ
と

つ

【写真37】 ハバ キ(提 供 高久満 蔵)

 

「盆

が
来

た
じ

ゅ
に
浴
衣
も
持
た
ぬ

ア
ワ
セ
ほ
ど

い
て
盆
過
ご
す
」
が

の
っ
て

い
る
。
ど

の
地
方
で
も
衣
類

に
か
け
る
経
済
的
な
ゆ
と
り
が
な
か

っ
た
こ
と
が
述

べ
ら
れ

て
い
る
が
、
矢
吹

町

で
も

一
時
代
前
ま

で
は
同
様

で
、
余

裕

の
な

い
生
活

の
中
で
女

と
し
て
の
お
し

ゃ
れ
を
創
意

工
夫

に
よ

っ
て
楽
し
ん
だ
。
山
帯

の
意
匠
な
ど
は
そ

の

代
表
例

で
あ
る
。

さ
ら
に
、
山

バ
ン

コ
の
項

で
、
普
段
着

・
仕
事
着
は

ハ
ン
コ

(
ハ
ン
キ
リ
)
、
余
所

い
き

に
は
同
じ
形

で
も
上
等
な
も

の
な

の
で
半
纏
と
よ
び
わ

け

て

い
た
こ
と
は
述

べ
た
。
意
匠

の
上
か
ら
も
、
全
て
で
は
な

い
が
上
衣

の
仕
事
着
が
仕
事
目
的
を
中
心

に
筒
袖

に
つ
く
ら
れ
て

い
る
と
す
れ
ば
、
普

段

着
は
、
男
用
は
角
袖

に
、
女
用
は
ゲ

ン
ロ
ク
袖

・
船
底
袖

が
主

に
な
る
な
ど
の
違

い
が
あ
る
。
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灘
真

こ
う

し
た
下
着
も
男
は

パ
ン
ツ
や
ブ
リ
ー

フ
に
、
女

は
ズ

ロ
ー

ス
か
ら

パ
ン
テ
ィ

へ
と
か
わ

っ
た
が
、

『福

島
県
史
』
第

23
巻

民
俗
1

に
よ

る
と

「昭
和

二
十
四
、
五
年
ご
ろ

の
衣
服
に
関
す
る
調
査
資
料
を

み
る
と
、
旧
制
中
学
校

の
生
徒
た
ち
で
ふ
ん
ど
し
を
用

い
て

い
る
者
は
最
上
級
生

で
二
割

ぐ
ら

い
と
な

っ
て
い
る
。
年
齢
か
ら

い
え
ば
た

い
て
い

一
六
、
七
歳
か
ら
用

い
は
じ
め
た
と

い
い
、
や
は
り
白

が
多
か

っ
た
」
と
あ

る
。

女

の
下
着

は
普
段
は
ジ

ュ
バ
ン
と

腰
巻

で
、
野
良
仕
事

で
は
腰
巻
を
短
く
折

っ
て
そ
の
上

に
モ
モ
ヒ
キ
や
モ
ン
ペ
を
は

い
た
。
ズ

ロ
ー
ス
を
は
く
よ

う
に
な

っ
た
の
は
太
平
洋
戦
争

中
か

ら
と

い
う
。
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三

晴
れ
着

晴

れ

着

全
国
的
に
は
、
冠
婚
葬
祭
な
ど

が

「
ハ
レ

(晴
れ
)
」

の
日
な
ら
ば
、
そ
れ
以
外

の
日
が

「
ケ

(袈

)」

(普
段

の
意
味

の
古
語
)

で

あ
り
、
以
前
は
九
州
の
島

々
な
ど

で
袈
着

(ケ
ギ
)
と

い
う
古
風
な
言
葉
が
使
わ
れ

て
い
た
。
し
か
し
、
現
在
で
は
ほ
と
ん
ど

こ
う



第 一一節 衣

し
た
呼
び
名
は
使
わ
れ
ず
、
も

っ
ぱ
ら

「
普
段
着
」

と

い
う
言
葉

が
日
常
生
活
で

の
着
物
の

共
通

の
呼
び
名
と
な

っ
て

い
る
。

今
も
昔
も

「
晴
れ
着
」
と

い
う
言
葉
は
全
国
ど
こ
に

い
っ
て
も
共
通

の
一一.口
葉
と
し
て
使
わ

れ
て
い
る
..
そ
し
て
普
段
着
が
豊
富

に
、
か

つ
良
質
に
派
手

に
な
る
ほ
ど
晴
れ
着
は
そ
れ
以

上
に
派
手

に
豪
華
に
な

っ
て

い
く
。
晴
れ
着
が
普
段
着
と
は

い
か
に
違
う
か
、
な
ぜ
違
う

の

か
違
わ
せ

る
の
か
、
わ
た
し
た
ち
は
あ
た
り
ま
え

の
よ
う

に
考
え

て

い
る
が
、
晴
れ
着
と
は

ま
さ
し
く

「
ハ
レ
」

の
そ

の
日
そ
の
と
き

に
、

で
き
る
か
ぎ
り
豪
華

に
着
飾

っ
て
華
や
か
に

す
る
盛
装
と

い
え
る
。

冠
婚
葬
祭
は

い
わ

ゆ
る

ハ
レ
の
日
で
あ

り
、
そ
れ
ぞ
れ

に
そ

の
目
的

冠
婚
葬
祭
と
衣
装

に
あ

っ
た
特
異
な
衣
装
が
定

め
ら
れ
て
い
る
。

例
え
ば

、
人
生
の
儀
礼
と

し
て
の
服
装

に
は
、
妊
娠
時

の
腹
帯

(岩
田
帯
)

の
着

帯
、

軍
n冗
、
、

辛
士丁
し

の
ほ
か
各
種
行
事

の
と
き

の
羽
織

・
袴
な
ど
神
や
仏
を
迎
え

る
服
装
が
あ
る
。

南
会
津

郡
田
島
町

で
は

「
女
の
人

が
羽
織
を
着
る
と
、
世
の
中
が
さ
か
さ
ま
に
な
る
」
な
ど
と

い
う
。

あ
り
、
私
的
な
行
事
以
外
に
は
女
が
着

る
こ
と
は
な
く
、

い
わ
れ
る
例
え

の
諺

で
あ
ろ
う
。

【写真39】 晴れ着 ・江戸褄

(提供 角 田静 二

 

誕
生
の

エ
ナ
ギ
、
背
守
り
、
七

五
三

の
服
装
、
腰
巻
祝

い
、

結
婚
式

の
服
装
、
還
暦
の
頭
巾
と
着
物
、
葬
式
時

の
喪
服
と
死
出
装
束
が
あ

る
。
ま
た
、
年
中
の
行
事

に
お

い
て
は
正
月
、
盆
、
祭
り
、
そ

羽
織

・
袴
は
男
だ
け
に
許
さ
れ
た

ハ
レ
着
で

め

っ
た

に
み
ら
れ
な

い
女

の
人
の
羽
織
姿
が
み
ら
れ
た
と
き

に
は

「
何
事
か
あ

っ
た
か
」
と

ま
た
、
祝
儀
と
不
祝
儀

の
着
物
を

別
々
に
あ

つ
ら
え
る
よ
う

に
な

っ
た

の
は
第
二
次

世
界
大
戦
後

の
こ
と
と
さ
れ
る
。
そ
れ
ま

で
は
、
女
性

の
婚
礼

衣
装
は
紋
付
の
小
袖

で
、
結
婚
式

の
後

は
そ

の
ま
ま
呼
ば
れ
ご
と

や
喪
服

に
も
着
ら
れ
、

一
生
を
と
お
し
て
冠
婚
葬
祭
用

の
衣
装
と
さ
れ
た
。
複
数
枚

を
用
意
す
る
の
で
は
な
く
年
問
を
と
お
し
て
使
わ
れ
る

の
で
、
季
節

に
よ

っ
て
は
そ
の
ヒ
に
羽
織

や
モ
ン
ペ
を
着

用
し
た
。
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妊
娠

五
か
月
目

の
戌

の
日
に
、
安
産

へ
の
祈
願
と
し

て
サ
ラ
シ
木
綿

の
腹
帯

(岩
田
帯
)
を
着
帯
す
る
習
俗

は
全
国
的

に
お
こ
な
わ

腹
帯

の
着
帯

れ
て

い
る
。
矢
吹
町
で
は
サ
ラ
シ
木
綿

で
巻

く
こ
と

が
多
か

っ
た
が
、
夫

の
揮
や
建
前

の
と
き

に
飾
る
五
色

の
旗
も

「安
産
に
な
る
」

と

い

っ
て
巻
く
こ
と
も
あ

っ
た
。

へ
そ

お

エ
ナ
ギ

(イ
ナ
ギ
)
と
は
、
生

れ
る
と
す
ぐ
に
赤
ん
坊

に
着
せ
る
着
物

の
こ
と
を

い
う
。

エ
ナ
ギ

の
エ
ナ

(イ

ナ
)
と
は
膀
の
緒

エ
ナ
ギ

・
産
着

を
意
味
し
、
膀

の
緒

の
と
れ
な

い
う
ち
に
着
せ
る
着
物

の
こ
と
と
さ
れ
、
古
く

は
ポ

ロ
布

で
包
ん
だ
と

い
わ
れ
る
が
、
矢
吹
町
で

は

エ
ナ
ギ

の
言
葉
さ
え
聞
か
れ
ず
、
実
際
に
そ
う

し
た
人
は

い
な

い
と
思
わ
れ

る
。

今
は
、
赤
ん
坊

が
生

れ
る
と
す
ぐ
に
サ
ラ
シ
の
肌
ジ

ュ
バ
ン
に
包
み
、
そ
の
上

に
木
綿

の
麻
の
葉
模
様

の
産
着
を
着
せ
る
。
地
域

に
よ

っ
て
は
ナ
ス

の
花
柄
に
す
る
所
も
あ

る
が
、
矢
吹
町
で
は
麻

の
葉
が

一
般
的
で
、
魔
除
け

に
な
る
と

い
い
、
男
の
場
合
は
青
色
、
女
の
場
合
は
赤

い
麻

の
葉
模
様

の

産
着
を
着
せ
る
。
冬

に
は
肌
ジ

ュ
バ

ン
だ
け
で
は
寒

い
の
で
、
綿

入
れ
胴
着
を
着
せ
る
。

産
着
は
大
概
長
男

・
長
女

に
だ
け

つ
く
ら
れ
、
次
男
次
女
以
下
に
は
そ
の
お
さ
が
り
を
着
せ
た
。

ま
じ
な

や
ま

が

く
く

こ

の
ほ

か

、

夜

泣

き

し

な

い
よ
う

に

と

の

呪

い

(背

守

り

)
と

し

て

ヤ

マ
ピ

コ

(山

蛾

の
繭

)

を

着

物

の
背

中

襟

下

に
糸

で
括

り

つ
け

る

こ
と

も

あ

っ
た

。

ヒ

ト

ツ

ミ

・

矢

吹

町

で

は

、

子
ど

も

が

生

れ

る

と

、
歩

く

よ
う

に
な

っ
て
も

着

る

こ
と

が

で
き

る

よ
う

に

と
、

長

め

に
着

物

を

つ
く

る

こ
と

ミ

ツ
ミ

.
ヨ

ッ
ミ

が

一
般

的

で
あ

っ
た

。

こ
れ

を

「
ヒ

ト

ツ
ミ
」

と

い
う

。

ヒ

ト

ツ
ミ

の
着

物

は

平

袖

に

し

、

一
枚

の
布

で
背

中

に

縫

い
あ

わ

せ

が

な

い
よ
う

に
仕

立

て
、

三

歳

ご

ろ
ま

で
着

せ

て

い
た

。

昭

和

二

十

年

代

ご

ろ

ま

で

は

子
ど

も

で
も

着

物

を

着

て

い
る

こ
と

が

多

く

、

子

ど

も

が

成

長

す

る

に
あ

わ

せ

て

「
ミ

ツ
ミ
」

「
ヨ

ッ

ミ
」

の
着

物

を

つ
く

り

、
本

裁

ち

の
着

物

を

着

ら

れ

る

よ
う

に
な

る

の
は

=

一、

三

歳

に
な

っ
て

か

ら

で
あ

っ
た

。

ヒ

ト

ツ
ミ
、

ミ

ツ
ミ

、

ヨ

ツ
ミ

は
身

の
丈

寸

法

に

違

い
が
あ

る
。

ヒ
ト

ツ
ミ

は
前

述

の

よ
う

に
三

歳

ご

ろ
ま

で
着

る
が

、

ミ

ツ
ミ

は
並

幅

一
反

の
半

分

の
布

で
仕

立

て
る

。

ジ

ュ
バ

ン

や
長

着

物

な

ど

が

あ

り

、

お
お

よ

そ

三

、

四
歳

く

ら

い

の
子

ど

も

が

着

る
。

着

せ

る
期

間

が
短

い
の

で
、

ヨ

ツ
ミ

を

llO



幅
を
せ
ま
く
し
て
縫

い
、
着
せ
た
り
も
し
た
。
ヨ
ツ
ミ
は
並
幅

の
身
丈
の
四
倍

で
身
頃
を
仕

立

て
、
本
裁
ち

の
着
物
を
着
ら
れ
る
前

の
お
お
よ
そ
四
歳
ご
ろ
か
ら

一
〇
、

一
歳
く
ら

い
ま

で
の
子
ど
も

が
着
た
。

結
婚
式

の
衣
装

女
性

の
婚
礼
衣
装
は
紋
付

の
小
袖

で
、
そ

の
後
は
そ
の
ま
ま

よ
ば
れ
ご

・
葬
式

の
衣
装

と

や
喪
服
に
も
着

て
、
一
生
を
と
お
し
て
冠
婚
葬
祭
用
の
衣
装
と

し
た
。

手
伝

い
の
女
性

の
服
装
は
普
通

の
仕
事
着

で
あ

っ
た
。
仕
事
着
で
は
あ

っ
た
が
、
大
勢
人

が
集
ま
る
場
で
あ

る
の
で
特

に
意
識
し
て
、
汚
れ
て

い
な

い
お
気
に
入
り

の
も

の
を
着
た
と

い
う
。
こ
の
と
き

に
し
め

る
山
帯
は
、
柄
の
美

し
さ
と
織
り

の
技
術
を
披
露
す

る
た
め

の
品

評
会
や
社
交
場
と
し

て
の
意
識
も
あ

っ
て
、
特

に
自
慢

の

一
本
を

し
め

て
出
る
よ
う

に
し
た
と

い
う
。

正
月
に
は
、

一
家

の
主
人
は
羽
織

・
袴
姿

で
若
水
を
汲
み
、
正
月
を
迎
え

る
。

盆

・
正
月
と
衣
装

か

の
家
族
は
新

し
い
綿
入
れ
、

モ
ン
ペ
、
足
袋
を
は

い
て
祝

っ
た
。

【写真40】結婚式の衣装 ・打ち掛け

(提供 矢吹婦人会)

 

ど

こ

の
家

で
も

と

い
う

こ

と

で

は

な

い
が

、

ほ

四

被
り
物
と
履
物

第一節 衣

農
作
業

で
は
、
男
女
と
も
手

ぬ
ぐ

い
を
被

っ
た
。
男

は

ハ
チ

マ
キ
に
す
る
こ
と

が
常

で
、
寒

い
と
き

や
ノ
ゲ
な
ど
が
飛
ぶ
仕
事

で
は

被

り

物

ポ

ッ
カ
ブ
リ
に
し
た
。

ポ

げ

が

ガ
ロマ

雨

の
日
や
日
差

し
の
強

い
日
に
、
男
は
菅
笠

や
帽
子
を
被
る
こ
と
も
あ

る
。
菅
笠
や
帽
子
を
被

っ
て
仕
事
を
す
る
と
き

に
も
、
首

に
は
手

ぬ
ぐ

い
を

か
け

て
仕
事
を
す
る
こ
と
が
多

い
。
女
は
手

ぬ
ぐ

い
を
頭

の
後
ろ
で
結

ん
で
被
り
、
男
と
同
様
、
寒

い
と
き
や
ノ
ゲ
な
ど
が
飛

ぶ
仕
事
で
は
ポ

ッ
カ
ブ

リ
に
す
る
こ
と
も
あ

っ
た
。
ま
た
、
襟
元
に
手

ぬ
ぐ

い
を
巻

い
て
ノ
ゲ
が
は

い
る

の
を
防

い
だ
。
笠

の
着
用
は
男
と
同
様

で
あ
る
。
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そ
の
ほ
か

に
、
「
須
賀

川
市
文
化
財
調
査
報
告
書
」

や

『失
わ
れ

ゆ
く
百
姓
の
心
』

(遠
藤
輝

之
助
著

・
泉
崎
村
)

に
は
男

の
被
り
物
と
し

て
、
ゴ

ミ
除

け
や
防
寒

用
と

し
て
頭

の
上
か
ら

ス
ッ
ポ
リ
と
被

る
藁
製

の

「
ニ
ゾ
ウ
」

や
布
製

の

「
ド
ウ

モ
ッ
コ

(
ド
モ

ッ
コ
)
」
が
あ
り
、
須
賀

川
市

で
は
昭
和
五
十
年

ご
ろ
ま

で
使
わ
れ
て

い
た
と

い
う
が
、
矢
吹
町
で
は
聞
く

こ
と
が

で
き
な
か

っ
た
。

手

ぬ
ぐ

い
は
仕
事

の
と
き
と
普
段
で
は
被
り
方
が
異
な
る
が
、
女

手

ぬ

ぐ

い

の
場
合

、

一
年
中
ほ
と
ん
ど
毎

日
使

っ
て
い
る
の
で
切
れ
て
し
ま

う

こ
と
が
多

い
。
年
間
二
、
三
本

(筋
)
は
使
う
が
、
貰

い
も

の
と
し

て
の
商
店
の

名
前
な
ど
が
は

い
っ
た
宣
伝
用

の
手
ぬ
ぐ

い
も
あ
る
が
、
収
集
し
た
写
真
に
は
真

っ

白
な
手
ぬ
ぐ

い
が
多
く

、
矢
吹
町

で
は
ほ
と
ん
ど
を
各
家

で
用
意
し
た
も

の
と
考
え

ら
れ

る
。

女
は
手
ぬ
ぐ

い
を
ウ
シ
ロ

ッ
カ
ブ
リ
に
被
り
仕
事
を
す

る
こ
と
が
多

い
が
、
田
植

え
な
ど

で
は
汗
と
日
焼
け
を
防
ぐ
意
味
で
ポ

ッ
カ
ブ
リ
で
お

こ
な

っ
た
。
脱
穀
作
業

な
ど

で
は

ノ
ゲ
が
首
筋

に
は
い
り

こ
ま
な

い
よ
う

に
首

に
は
手
ぬ
ぐ

い
を
巻
く

こ
と

が
多

い
。

須
賀

川
市

・
長
沼

町

・
大

信
村

大
屋
地
区
や
先
述

の

『
失
わ
れ

ゆ
く
百
姓

の
心
』

ふ
た
す
じ
て
ぬ
く
い

に

に
あ
る
手
ぬ
ぐ

い
一
.本
を
縫

い
あ
わ
せ
て
被

り
物

に
す

る

「二
筋
手
拭

(ま
た

は
二

ほ
ん
こ
ぬ
く
い

本
手
拭
)」

は
矢
吹
町

で
は
み
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
が
、
田
内

で
は
、

騨
P輪}轡 寧

淳噂夢

脇ぎ

イ

 

誓

細
瀞

》

,

諺麟 聯

識

写

.

.

 

斎

昔
は
二
本
手

ぬ
ぐ

い
を
使

っ
て

い
た
と

い
う
。

【写真41】 ドウモ ツコ1

(提 供 小磯忠三 ・田内)

【写真42】 ドウモツコ2

(提供 小磯忠三 ・田内)
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熔
撃

【写真44】 手 ぬ ぐい2(ウ シロ ッカブリ)

【写真46】 手ぬ ぐい4(ア ゲ ッカブ リ)

【写真48】 手ぬ ぐい6(ア ゲ ッカブ リ)

【写真50】 手 ぬ ぐい8(ポ ッカブリ)

減

解イ

.∠ 幽 ■＼
【写真431手 ぬぐい1(ウ シロ ッカブ リ)

【写真45】 手 ぬ ぐい3(ア ゲ ッカブリ)

【写真47】 手ぬ ぐい5(ア ゲ ッカブリ)

【写真49】 手 ぬ ぐい7(ホ ッカブ リ)

(提 供 円谷 ミツ ・根宿)
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田
や
畑

で
の
被
り
物
に
女
も

男
も

チ
ョ

ッ
ペ
笠
が
あ
る
。
雨

の
日
の
作
業
に
は
、
男
も
女
も
菅
笠
を
被
る
。
古
く
は
自
家
製

の
も

の

笠

も
あ

っ
た
と

い
う
が
、
ほ
と

ん
ど
は
地
区
内
も
し
く
は
矢
吹

の
雑
貨
屋

(カ

マ
ヤ
)
な
ど
か
ら
購
入
し
た
。

日
よ
け
に
は
、
麦
わ
ら
帽
子
な
ど
も
被

っ
た
。

灘

雨

の
日
の
田
や
畑
で

の
仕
事

で
は
、
雨
除
け
の
た
め
に
雨
蓑
を
着
る
.
藁
蓑
と

ヒ
ロ
ロ
蓑
、
カ
ヤ
蓑

が
あ

る
が
、

ヒ
ロ
ロ
蓑
は
水
分

を

は
じ
く
が
、
藁
蓑
は
水
分
を
含
ん

で
重
く
な
り

、
か

つ
長
持
ち
し
な

い
。

矢
吹
町
で
は
ヒ

ロ
ロ
蓑
、
カ
ヤ
蓑
は
見

か
け
ず
、
雨
蓑
と
し
て
も
藁
蓑
だ
け

で
あ

っ
た
と

い
う
。
肩

の
は

っ
た
カ
メ
ノ

コ
蓑
と
肩

の
丸

い
ダ
テ
蓑

の

二
種
類
が
あ

っ
た
が
、
ど
ち
ら
も
主
に
雨
の
日
の
草
と
り
や
サ

ッ
キ

(皐
月
)
な
ど
に
着

た
。

そ

の
ほ
か
、
蓑

に
は
炭
焼
き
や
木
背
負

い
と
し

て
の
背
負

い
蓑

の
役
割
も
あ
る
。
中
に
は
、
藁
製

で
肩
に
か
か
る
ひ
も

の
部
分
を
広
く
と

っ
た
背
あ

て

(背
中
あ
て
と
も

い
う
)
が
あ

っ
た
。

ヤ
セ
ウ
マ
と
と
も
に
荷
物
を
背
負
う
と
き

の
運
搬
補
助
具

で
あ

っ
た
。

ヤ
セ
ウ

マ
は
山
間
部

の
も

の
と
違

っ
て
、
背
負

っ
た
ま
ま
で
の
休
憩
が
楽
な
よ
う

に
足

の
長

い
こ
と
を
特
徴
と

し
て
い
る
。

あ
ぜ

田
や
畑
に
出
る
と
き

に
は
家
か
ら

ア
シ
ナ
カ

(足
半
)
を
は

い
て

い
き
、
畦

に
脱

い
で
お

い
て
裸
足

で
仕
事
を
す

る
。
以
前
は
朝

山
仕
事

と
履
物

起
き

て

一
度
土
間

に
お
り
る
と
、
そ
れ
か

ら
は

ア
シ
ナ
カ
を
は
く
こ
と
も
な
く
田
畑

に
出

か
け
、

一
日
中
裸
足
の
生
活

に
な

っ
た

と

い
う
。
「
ニ
ワ
ト
リ
と
同
じ
だ
」
と

い
わ
れ

る
の
も
、
そ
う
し
た
理
由
に
よ
る
。
水
虫
な
ら
ぬ

ツ
チ
ム
シ
に
お
か
さ
れ
た

の
も

こ
う
し
た
時
代

で
あ

る
。一

日
中

が
裸
足

で
の
生
活
に
か
わ

っ
た

の
は
、
戦
後

の
自
動
車

の
普
及
が
影
響

し
た
。
自
動
車
は
商
業

の
発
展
と
生
活

の
改
善
、
生
活
圏

の
拡
大
に

わ
た
ち

大
き

な
成
果
を
あ
げ

て
い
く
こ
と

に
な
る
が
、
増
加
す
る
ほ
ど
道
路
に

轍

を

つ
く
り
傷
め
る

の
で
、
行
政

で
は
そ

の
補
修

の
た
め
に
砂
利
を
し

い
た
。

小
さ
な
集
落
道

.
村
道
な
ど
は
地
区
内

で
の
道
普
請
と

し
て
共
同
作
業
で
毎
年
補
修
は
し

て
い
た
が
、
結
果
、
砂
利
道
が
ほ
と

ん
ど
と
な

っ
て
怪
我
を

し
て
し
ま
う
た
め
、
田
畑
仕
事

の
往
復
を
裸
足
で
は

い
く

こ
と
が
で
き
な
く
な

っ
た
。

こ
う
し
た
こ
と
に
よ
り
、
矢
吹
町
で
は
ア
シ
ナ
カ
や
草
履
を

は

く

よ
う

に
な

っ
た
と
も

い
わ
れ

る
。
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ハ
ン
コ
(裏
つ
き

)

股
引
き
(ピ
ザ
下
を
2
か
所
で
し
ば
る
一

サル〔茶碗人れ} うしろかぶり
'

おはち 鍋 素足 ズボン シヤツ

割
ぽ
う
着

一 ノ
ジ
ュバ
ン

・＼ 手

浜

【写真51】 コジュハン風 景(提 供 後藤助 一・郎〉

ン ユ ノ、ノ 袖なしハンコ 麦才っら中冒jF・

ズボン シヤツ

【写真52】 田植風景(提 供 後藤助 一・郎)

割
ぽ

グ暑

ほ
お
か
ぶ
り

ジ

ン

手
甲

モンベ

(ピザ ドを2か 所でしばっている)
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ハンコ(ジュバンのLに 着ている〉

げっかぶり1

.

～レ
岩枡

【写真53】 精米風景(昭 和15年 頃)(提 供

カ
ー
デ
ィ
ガ
ン

うしろかぶ り

後藤助 ・郎II

小祠(御札を入れる/ ハ ン:コ ハンコ〔ジュバンの ヒに着和

f

七
、し//

雪
ノK

モノペ
リヤカー ド駄

手
ぬ
ぐ
い

＼

ハ
ン
コ

(ジ

ユバ
ン
の
上
に
着

る
)

前「掛

9.一ζ

乗
馬
ス
ボ!

ラ殴

【写真54】 縁先風景(提 供 後藤助 一一郎)
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草
刈
り
な
ど
も
素
足

で
藁
草
履
を
は

い
た
。

仕
事

以
外

で
も

ア
シ
ナ
カ
や
草
履
を
は
く
。

ア
シ
ナ
カ
は
は
く
と
か
か
と

の
部
分
が
は
み
出
る
。

.
方
、
草
履
は
か
か
と

の
部
分
ま

で
あ

っ
て
、
家

の
中
で
の
上
履
き

に
使

っ
た
り
村
内

の
近
く

に
出
か
け
る
と
き
な
ど

に
は

い
た
。
材
料

に
藁

の
ほ
か
ト
ウ
モ
ロ

コ
シ
の
皮

・
竹
皮

・
布

の
端
切
れ
な
ど

を
使

っ
た
。

第 節 衣

五

寝
且
ハ

以
前
は
、
風
呂
あ
が
り
や
寝

る
と
き

に
着
る
丹
前
を
か
け
た
り

し
た
。
冬

寝

巻

き

に
は
綿
を
厚
く

い
れ
た

カ
イ

マ
キ
が
使
わ
れ
た
。

昔
は
板

の
間
に
藁
束
を
し
き
、
そ

の
上
に
シ
ビ
ブ
ト
ン
を
し

い
て
、
シ
ビ
ブ
ト
ン
の
ヒ

に

薄

い
敷
布
団
を

し
い
た
。

シ
ビ
ブ

ト
ン

十
月
は
じ
め

の
秋
祭

り
の
こ
ろ
か
ら
、
藁
仕
事
で
藁
を
す
ぐ

っ
て
出
た

シ

(
藁

布

団

)

ビ

(藁
屑
)
を
干
し
、
シ
ビ

ブ
ト

ン
を

つ
く
る
準
備
が
は
じ
ま

る
。
す
ぐ

っ
て
乾
燥
し
た
シ
ビ
を

シ
ョ
ウ

ブ
袋
や
布
団
に
す

る
袋

に
い
れ

て
で
き
あ
が
る
.
秋

に

つ
く

り
、
春
に
は
袋
か
ら
抜

い
て
肥
や
し
に
す

る
。
毎
年
秋
に

つ
く
り
か
え
る
。

な

ん

に

若
者
夫
婦
は
ザ

シ
キ

に
、
夫
婦

は
納

戸
に
寝

る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
板

の
間
に
藁
束
を
し
き
、

そ

の
上
に
シ
ビ
ブ
ト

ン
を
し

い
て
寝
た
。
部
屋
に
藁
を
し
く
場
合
、
散
ら
か
ら
な

い
よ
う

に

板
や
藁

東
で
囲

い
ム
シ

ロ
を
し

い
た
。

板

の
間
も
藁
束
か
ら

ム
シ
ロ
に
、
さ
ら
に
畳
敷
き

へ
と
か
わ
り
、
昭
和

四
十

三
年
ご

ろ
に

磁
躍鐘

【写真55】 カイマキ
〔提 供 円谷 ミツ)

【写真56】 カイマキ

(提供 円谷 ミツ)
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エ
バ
ー

ソ
フ
ト
が
出
回

っ
て
か
ら
は
シ
ビ

ブ
ト

ン
も
な
く
な

っ
た
が
、

シ
ビ
ブ
ト

ン
は
弾
力

が
あ

っ
て
、
か

つ
保
温
性

に
優
れ

て
い
た
の
で
上
に
か
け

る
布
団
も
あ
ま
り
厚
く
な

い
も

の
で
も

よ
く
、

ほ
と
ん
ど

の
農
家

で
は
冬

に
は
必
ず
使
用
し
た
。

昔
は
親
が
寝

る
部
屋

の
隣
り
に
若

い
夫
婦

が
寝

て
い
た
。
シ
ビ
ブ
ト
ン
の
上
で
動
く
と
藁

の
擦
れ
る
音
が
す
る
。
身
体
を
よ
じ

っ
た
だ
け
で
も
音
が

す

る
の
で
、
夫
婦

の
営
み
で
身
体
を
動
か
す
と
藁

の
擦

れ
る
音

が
隣

の
部
屋

に
も
洩
れ
聞
こ
え
、
翌
朝
に
は
親
か
ら
、
「
昨
夜

(
ゆ
う

べ
)

は
音
が
し

た
な
」
と
か

「
う
る
さ

い
か
ら
、
あ
ま
り
身
体
を
動
か
す
な
」

な
ど
と

よ
く
か
ら
か
わ
れ
た
。
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六

裁
縫
と
洗
濯

女
は
嫁
に
く
る
前

に
寺

や
名
主
、
ま

た
は
裁
縫

の
上
手
な
人
の
家

に

い
っ
て
針
仕
事

を
習

っ
た
と

い
う
が
、
農
家

で
は
嫁

に

裁
縫
道
具
と
針
仕
事

き

て
か
ら
姑
に
教
わ

っ
た
と

い
う
人
も
少
な
く
な

い
。

矢
吹
町
に
は

「
八
月
洗
濯
」
と

い
う
言
葉
が
残

っ
て
い
る
。
サ
ク
ワ
ケ

(七
月

の
草
刈
り

)
が
終
る
と
、
家
族
の
ジ

ュ
バ
ン
や

モ
ン
ペ
な
ど
山
着

の

繕

い
を
し

て
秋
の
農
繁
期

に
備
え
る
。
忙

し
く
な

る
前

に
そ

の
準
備
を
整
え

て
か
ら
嫁
が
実
家

に
帰
る

こ
と
を

い
い
、
年
中
忙
し

い
嫁
に
、
し
ば

し
心

も
身
体
も
癒
さ
せ
る
心
づ
か

い
の
意
味
も
あ

ろ
う
。

ま
た
、
衣
服
全
体

の
管
理
は
冬

に
お
こ
な
う

の
が

一
般
的

で
あ

っ
た
。

「裁
縫
と
機
織
は
冬

の
仕
事
」

と
も

い
い
、
急
ぎ
繕
う
必
要

の
も

の
を
除

い

て
冬

に
お
こ
な

っ
た
。
中
畑

で
は
、
稲
の
収
穫

「
ア
キ

マ
デ
」

が
終

る
と
機
織
を
し

つ
ら
え

、
冬
を
と
お
し
春
ま

で
の
女

の
仕
事
と
し
て
準
備
し
た
。

洗

濯
は
女

の
仕
事

で
あ

っ
た
。
昭
和
三
十
年
代
後
半
か
ら
昭
和
四
十
年

代
に
か
け
て
電
気

洗
濯
機

が

一
般

の
家
庭

に
普
及
す

る
が
、

洗

濯

仕

事

そ
れ
以
前
は
タ

ラ
イ
と
洗
濯
板
が
使
わ
れ
、
家
族
全
員

の
入
浴
が
終

っ
た
後

の
残
り
湯
や
近
く
の
流

れ
水

で
お

こ
な

っ
た
。
洗
濯
板

を
持
た
な

い
家
も
あ
り
、
そ
う
し
た
家
で
は
タ
ラ
イ
や
流
れ
水

で
の
揉

み
洗

い
で
あ

っ
た
。

以
前
は
サ
イ
カ
チ
の
実
を
草
刈
り
籠

に

い
っ
ぱ

い
背
負

っ
て
き

て
、
衣
類

の
洗
剤
に
使

っ
て

い
た
。
ま
た
、
洗
濯
洗
剤
と
し

て
は
利
用
し
な
か

っ
た



か
き

が
、
灰
は
鍋
な
ど
の
洗
剤
と
し

て
利
用
さ
れ
た
。
イ

ロ
リ

(囲
炉
裏

)
の
鈎
と
鉄
瓶
は
毎

日
ピ

カ
ピ
カ

に
光
ら
せ
て
お
く

こ
と
が
嫁

の
仕
事

で
あ

っ
た
。

特

に
イ

ロ
リ

の
ホ
ド
灰
は
油
汚
れ
に
効

果
が
あ

っ
た
と
さ
れ
る
。

戦
中

で
は
あ
る
が
、
物

の
な

い
時
代
に
は
ア
カ
ベ
ナ

(赤

い
粘

土
)
が
洗
髪
や
そ

の
ほ
か
の
洗
剤
と
し
て
使
わ
れ
た
が
、
あ
ま
り
効
果
は
な

か

っ
た

と

い
う
。

着
物
を
食
う
虫
を
ス
ム
シ
と

い
う
。

ス
ム
シ
は
湿
気
と
あ
る
程
度
の
暖

か
さ
が
原
因
で
発
生
す

る
が
、
防
虫
剤
に
は
煙
草

の
干
し

防
虫
と
虫
干
し

・
・う
の
う

た
ん
す

葉

や
新

し
く
な

っ
て
は

樟

脳
が
使
わ
れ
た
。

石
鹸
も
防
虫

に
効

く
と

い
い
、
箪
笥
や
長
持
ち

に

い
れ
て
お
く
こ
と
も
あ

っ
た
。

ま
た
、
新
聞
紙

の
油
性
イ

ン
ク
が
虫
除
け
に
な

る
こ
と
か
ら
箪
笥

の
下
に
し

い
た
。

田
内

で
は

「絹
は

ス
ム
シ
が
食
わ
な

い

(同
じ
虫
類
だ
か

ら
食
わ
な

い
)
。
だ
か
ら
、
虫
除
け
な
ど

い
れ
な

い
。
防
虫
剤

は
木
綿
着
物

に
使
う
」
と

い
う
が
、
中
畑
で
は
逆
を

い
う
。

虫
干
し
は
土
用
干
し
と

い

っ
て
夏

の
土
用
の
時
期

に
お
こ
な

っ
た
。

箪
笥

や
長
持
ち
が
あ
る
が
、
ほ
と

ん
ど

の
農
家

で
は
余
所

い
き
着
物
な
ど
は
箪
笥

や
長
持
ち
に
し
ま

っ
て
お

い
た
が
、
普
段
着

や
山

収

納

こ
う
り

着

は
行
李

に
し
ま

い
、
寝
部

屋
の
枕
元
や
畳

の
上
に
お

い
た
り
、
四
月
か
ら
十

二
月

二
十
八
日
ま

で
の
畳
を
あ
げ

て
い
る
期

間
は
あ

げ

て
積
み
重
ね
た
畳
の
上

に
お

い
た
。

お
も

や

箪
笥
や
長
持
ち
も
主
屋

に
は
お
か
ず
、
蔵

の
あ

る
家

で
は
そ
の
中
に
お

い
た
。

第一節 衣
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