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野
良
着
に
魅
せ
ら
れ
て

―
民
俗
と
衣
生
活
―

藤　

田　

芳　

津

　
　

は
じ
め
に　

　

こ
の
地
域
は
早
く
か
ら
開
け
、
時
代
、
時
代
の
歴
史
を
多
く
残
し
て
い
る
。
弥
生
時
代
中
期
の
も
の
と
い
わ
れ
る
磨
製
石
斧
が
丸

山
に
続
く
台
地
（
精
華
中
学
校
）
か
ら
出
土
し
、
ま
た
石
包
丁
が
乾
谷
か
ら
発
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
原
始
時
代
の
人
々
は
住
居

を
こ
の
辺
に
か
ま
え
た
と
思
わ
れ
る
。
稲
穂
を
刈
る
石
包
丁
が
示
す
よ
う
に
弥
生
時
代
に
は
農
耕
が
行
わ
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
の

で
あ
る
。
五
世
紀
頃
か
ら
帰
化
人
が
住
み
つ
い
た
こ
と
は
農
耕
技
術
に
大
き
な
進
歩
を
も
た
ら
し
た
と
思
わ
れ
る
。
地
名
に
お
い
て

も
「
四
ノ
坪
」「
五
ノ
坪
」
な
ど
と
整
然
と
区
画
さ
れ
、
条
里
制
の
あ
と
を
と
ど
め
て
い
る
。「
狛
の
瓜
づ
く
り
」
と
古
代
の
歌
に
も

残
さ
れ
て
い
る
わ
が
郷
土
の
歴
史
に
思
い
を
寄
せ
る
中
で
、
農
業
に
携
わ
っ
た
人
々
の
衣
生
活
に
興
味
を
見
出
し
、
ま
ず
周
り
か
ら

調
査
し
、
農
作
業
の
衣
服
な
ど
が
ど
の
よ
う
に
生
活
の
中
に
生
か
さ
れ
て
い
る
か
を
ま
と
め
て
み
た
。

　

衣
生
活
も
、
め
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
る
世
の
中
に
よ
っ
て
形
態
は
変
化
し
て
い
る
。
野
良
着
（
仕
事
着
）
も
農
業
政
策
の
転
換
、
機
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械
化
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
き
た
。
昔
の
、
泥
に
ま
み
れ
小
川
で
泥
を
洗

い
家
路
に
つ
い
て
い
た
風
景
も
、
今
で
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
そ
の

頃
の
野
良
着
も
家
の
奥
の
ほ
う
に
埋
も
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
も
の
が
多

い
。
が
、
ま
だ
精
華
町
で
は
紺
絣
を
野
良
着
と
し
て
い
る
人
も
多
い
。

興
味
の
あ
る
こ
と
な
の
で
調
査
を
行
う
こ
と
に
し
た
。

　

野
良
着

○
上
衣

　

図
1
は
冬
の
男
子
の
服
装
で
あ
る
。私
の
祖
父
が
終
戦
間
も
な
く（
昭

和
二
十
三
年
頃
）
の
初
冬
頃
、
コ
ク
マ
（
燃
料
に
な
る
松
葉
）
を
集
め

に
出
掛
け
た
時
の
姿
で
あ
る
。
場
所
は
北
稲
八
間
大
路
（
フ
ラ
ワ
ー
セ

ン
タ
ー
の
辺
り
）
付
近
。

　

男
子
の
上
衣
は
紺
生
も
め
ん
の
半
纏
を
着
る
。
半
纏
を
コ
イ
ク
チ
と

い
う
。
袖
口
の
型
が
鯉
の
口
に
そ
っ
く
り
な
の
で
コ
イ
ク
チ
と
精
華
町

の
辺
り
で
は
言
う
。
冬
に
こ
の
型
と
同
型
で
綿
を
入
れ
る
と
ド
ン
チ
ャ
ン
、
ド
テ
ラ
と
い
い
保
温
用
に
よ
い
。
現
在
の
男
子
の
野
良

着
は
図
2
の
よ
う
に
作
業
シ
ャ
ツ
。
手
口
が
汚
れ
な
い
よ
う
に
筒
型
の
手
甲
を
着
け
て
い
る
。

　

図
4
は
図
1
と
同
時
に
撮
影
し
た
祖
母
の
写
真
で
あ
る
。
女
子
の
上
衣
は
野
良
着
の
上
へ
冬
は
デ
ン
チ
、
オ
イ
ネ
を
着
用
す
る
。

昭和 23 年ごろの冬の男の野良着（図 1）最近の野良着（図 2）
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オ
イ
ネ
（
図
6
）
は
背
中
だ
け
に
当
て
る
が
温
か
い
。
小
さ
く
軽
い

た
め
活
動
し
や
す
い
。
胸
の
所
で
紐
を
襷
の
よ
う
に
掛
け
て
結
ぶ
。

布
地
は
作
業
等
に
は
木
綿
を
使
う
が
、
お
し
ゃ
れ
着
、
く
つ
ろ
ぎ
着

と
し
て
着
物
地
の
廃
物
利
用
で
構
成
し
て
い
た
。
こ
の
型
は
戦
時
中

の
服
と
し
て
モ
ン
ペ
と
共
に
着
装
し
た
。
戦
時
中
の
決
戦
服
と
さ
れ

て
い
た
が
戦
後
は
作
業
着
。
保
温
の
た
め
に
着
用
。
ノ
ラ
ギ
、
ウ
ワ

ッ
パ
リ
、
ヒ
ッ
パ
リ
と
い
う
。
そ
の
材
質
は
紺
も
め
ん
で
七
十
歳
代

の
女
子
の
嫁
入
り
前
は
必
ず
自
分
の
家
の
ハ
タ
ヤ
で
織
っ
た
紺
が
す

こいの口の構成（図 3）

最近の冬の女の野良着（図 5）

昭和 23 年ごろの冬の女の野良着（図 4）
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り
を
持
参
し
た
。「
相
楽
木
綿
」
は
近
く
で
は
地
方
の
名
産
と
さ
れ

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

○
下
衣

男
子
は
下
衣
に
バ
ッ
チ
を
穿
く
。
図
1
の
着
装
が
紺
バ
ッ
チ
で
あ
る
。

祖
母
が
縫
っ
た
も
の
で
穿
く
人
に
合
わ
せ
る
の
で
苦
心
し
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。
最
近
で
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
。

　

バ
ッ
チ
は
紺
も
め
ん
一
丈
（
三
七
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
を
使
用
す

る
。
北
稲
地
域
で
も
、昔
は
綿
を
栽
培
、手
織
り
に
し
て
い
た
。
各
家
々

に
ハ
タ
ヤ
（
機
屋
）
が
あ
り
、
家
族
の
衣
類
を
織
っ
た
（
昭
和
二
十
年

頃
ま
で
）
の
で
あ
る
。

　

男
子
は
こ
の
バ
ッ
チ
と
コ
イ
ク
チ
と
を
合
わ
せ
着
用
し
た
。

　

女
子
は
も
ん
ぺ
を
持
っ
て
い
る
人
は
多
い
が
季
節
に
合
わ
せ
て
着

用
。
夏
は
も
ん
ぺ
を
着
用
し
冬
は
ト
レ
パ
ン
や
ず
ぼ
ん
と
併
行
し
て
い

る
人
も
い
る
。
紐
つ
き
も
ん
ぺ
は
七
十
歳
～
八
十
歳
の
人
の
み
着
用
。
最
近
は
脇
を
縫
い
上
げ
た
上
部
に
ゴ
ム
を
入
れ
、
ず
ぼ
ん
形

式
に
な
り
着
脱
が
便
利
に
な
っ
た
。
も
ん
ぺ
が
女
子
の
野
良
着
と
な
っ
た
の
は
戦
時
中
に
婦
人
の
活
動
着
と
し
て
普
及
さ
れ
た
時
か

ら
で
あ
る
。
も
ん
ぺ
を
穿
く
前
は
腰
巻
を
着
用
し
て
い
た
。
も
ん
ぺ
は
野
良
着
と
し
て
大
き
い
改
革
と
い
え
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

オイネ（図 6）オイネ（図 7）
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マ
エ
ダ
レ
は
紺
絣
が
使
わ
れ
、
野
良
着
の
上
か
ら
着
る
の
で
保
温
、
汚
れ
防
止
と
し
て
重
宝
で
あ
る
。
も
ん
ぺ
に
比
べ
る
と
柄
が

大
き
い
。
若
い
人
は
赤
い
紐
を
つ
け
て
女
性
の
華
や
か
さ
を
表
現
し
て
い
る
。
紺
絣
に
赤
い
ひ
も
と
い
う
色
彩
は
忙
し
い
農
作
業
の

目
の
保
養
に
も
な
る
。
ち
ょ
っ
と
し
た
お
酒
落
と
思
っ
て
良
い
。

三巾マエダレ（図 8）

四巾マエダレ（図 12） 四巾マエダレ（図 9）

二巾マエダレ（図 10）

三巾マエダレ（図 11）
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二
巾
か
一
巾
半
で
膝
下
（
六
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
丈
の
も
の
が
多

い
が
、
三
巾
、
四
巾
で
丈
の
長
い
も
の
も
あ
る
。
図
9
の
よ
う
な
利
用

の
方
法
が
あ
る
。
昔
は
腰
巻
き
姿
の
野
良
着
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
上

に
四
巾
前
だ
れ
を
掛
け
、
保
温
、
汚
れ
防
止
と
し
て
着
用
し
た
の
で
あ

る
。

　

図
13
の
腰
を
屈
め
て
い
る
の
は
、
草
取
り
を
す
る
時
、
稲
穂
が
股
に

擦
れ
て
気
持
ち
が
悪
い
の
を
防
ぐ
た
め
で
、
そ
の
裾
を
股
の
間
か
ら
前

へ
ま
わ
し
て
前
紐
に
挟
み
大
腿
部
を
保
護
し
て
い
る
。
大
き
い
前
だ
れ
は
現
在
で
も
納
屋
で
作
業
す
る
人
は
冬
キ
ル
テ
ィ
ン
グ
地
の

も
の
を
使
用
。
夏
は
洋
服
の
布
地
を
使
用
し
て
い
る
。
保
温
と
汚
れ
防
止
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
お
洒
落
の
一
部
と
も
考
え
ら

れ
そ
う
で
あ
る
。
前
だ
れ
は
着
用
す
る
事
に
よ
っ
て
働
く
意
欲
が
湧
き
、
そ
こ
に
女
性
ら
し
い
、
柄
選
び
で
装
う
こ
と
の
楽
し
さ
喜

び
が
生
ま
れ
る
。

○
か
ぶ
り
も
の
・
は
き
も
の

　

手
拭
を
被
る
の
は
陽
除
け
、
汗
止
め
の
役
を
果
た
す
。
姉
さ
ん
被
り
の
被
り
方
は
、
か
っ
て
は
村
単
位
で
少
し
ず
つ
違
っ
て
い
た

ら
し
い
。

　

帽
子　

夏
は
麦
藁
帽
子
、
手
拭
、
布
製
ス
ポ
ー
ツ
帽
子
を
被
っ
て
い
る
。
フ
ー
ド
付
き
の
帽
子
も
市
販
さ
れ
冬
は
保
温
の
役
を
果

た
し
て
い
る
。
野
良
着
（
ヒ
ッ
パ
リ
）
を
着
用
せ
ず
ブ
ラ
ウ
ス
に
洋
式
前
掛
け
、
ゴ
ム
入
り
も
ん
ぺ
で
あ
る
。
家
庭
の
作
業
衣
の
ま

マエダレをつけての草取りの姿（図 13）


