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民
俗
学
者
の
柳や

な
ぎ

田た

国く

に

男お

の
著
書
『
木
綿

以
前
の
事
』（
１
９
２
４
）
に
よ
る
と
、
日

本
列
島
で
木
綿
の
布
が
庶
民
の
日
常
着
と

な
っ
た
の
は
、
そ
う
遠
い
昔
で
は
な
い
よ

う
で
す
。
木
綿
の
布
が
爆
発
的
に
使
わ
れ

だ
し
た
の
は
、
江
戸
時
代
に
な
っ
て
か
ら

で
す
。
当
時
の
人
び
と
の
心
を
と
ら
え
た

綿
織
物
の
特
徴
は
、
柔
ら
か
く
、
軽
く
、

暖
か
く
、
し
か
も
美
し
い
色
と
模
様
に
染

め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
し
た
。

で
は
、「
木
綿
以
前
」
に
使
わ
れ
て
い
た

布
は
な
ん
で
し
ょ
う
か
。
一
般
に
「
麻
」

と
よ
ば
れ
る
植
物
の
苧ち

ょ

麻ま

（
カ
ラ
ム
シ
）

や
大た

い

麻ま

を
原
料
と
し
て
作
ら
れ
た
上じ

ょ
う

布ふ

や

太
布

た

ふ

、
原
始
布
と
よ
ば
れ
る
、
粗
く
ご
わ

ご
わ
し
た
、
大
か
た
は
無
地
の
布
で
し
た
。

木
綿
や
絹
と
異
な
り
、
麻
は
古
く
か
ら
日

本
で
も
用
い
ら
れ
て
い
て
、
先
史
時
代
の

考
古
遺
物
か
ら
も
確
認
さ
れ
ま
す
。
具
体

的
に
は
、
土
器
に
付
着
し
た
状
態
や
、
棺ひ

つ
ぎ

と
と
も
に
出
土
す
る
と
い
っ
た
形
で
確
認

さ
れ
て
い
ま
す
。
大
麻
は
神
事
で
も
重
要

視
さ
れ
、
布
用
繊
維
の
象
徴
と
さ
れ
る
ほ

か
、
紙
が
普
及
す
る
ま
で
は
御ご

幣へ

い

や
注
連

し

め

縄な

わ

に
も
用
い
ら
れ
た
と
さ
れ
ま
す
。
い
ま

で
も
、
神
社
に
下
が
っ
て
い
る
鈴
を
鳴
ら

す
緒
や
、
鰐
口

わ

に

ぐ

ち

を
打
つ
緒
に
大
麻
が
使
用

さ
れ
て
い
る
例
が
あ
り
ま
す
。

滋
賀
県
で
は
、「
近お

う

江み

上じ
ょ
う

布ふ

」
や
「
高
宮

た

か

み

や

布ふ

」
の
名
で
知
ら
れ
、
そ
の
歴
史
は
、
鎌

倉
時
代
に
京
都
か
ら
湖
東
地
方
に
職
人
が

渡
り
住
ん
で
、
麻
織
物
の
技
術
を
伝
え
た

こ
と
に
は
じ
ま
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

第
二
次
世
界
大
戦
以
降
、
人
々
の
生
活

は
急
速
に
洋
風
化
し
、
服
装
も
洋
服
が
浸

透
し
て
普
及
し
ま
し
た
。
ま
た
、
貨
幣
経

済
が
い
き
わ
た
る
こ
と
で
、
最
も
手
間
暇

を
要
す
る
、
糸
を
作
り
、
織
り
、
縫
製
す

る
、
と
い
う
家
庭
内
労
働
が
放
棄
さ
れ
ま

す
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
極
度
に
高
度

経
済
成
長
を
し
た
一
九
七
〇
年
代
に
も
、

樹
皮
や
草
皮
の
糸
作
り
や
布
作
り
が
、
各

地
の
女
性
た
ち
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
て

い
ま
し
た
。
奥
伊
吹
の
山
間
に
あ
る
甲
津

原
で
は
、
昭
和
五
〇
年
こ
ろ
ま
で
大
麻
が

栽
培
さ
れ
、
そ
の
麻
織
物
は
「
甲
津
原
の

雪
袴
（
ユ
キ
バ
カ
マ
）」
と
し
て
、
よ
く
知

ら
れ
て
い
ま
し
た
。

甲
津
原
で
は
、
上
着
を
「
テ
ナ
シ
」。
カ

ル
サ
ン
や
モ
モ
ヒ
キ
、
タ
ッ
ツ
ケ
に
類
す

る
も
の
を
「
ユ
キ
バ
カ
マ
」
と
呼
び
ま
す
。

甲
津
原
の
ユ
キ
バ
カ
マ
は
、
四
月
の
雪
が

積
も
っ
て
太
陽
が
射
す
、
一
〇
日
間
ぐ
ら

い
に
晒さ

ら

し
ま
す
。
こ
れ
を
二
年
ほ
ど
続
け

る
と
、
布
は
白
く
な
り
、
繊
維
が
柔
ら
か

く
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
甲
津
原
独
特
の

工
程
だ
そ
う
で
す
。

テ
ナ
シ
や
ユ
キ
バ
カ
マ
は
男
子
の
正
装

と
さ
れ
、
女
子
の
テ
ナ
シ
は
丈
が
長
く
、

と
く
に
ナ
ガ
着
と
呼
ば
れ
、

女
性
の
正
装
と
さ
れ
ま
し

た
。
甲
津
原
の
ユ
キ
バ
カ
マ

が
今
日
ま
で
残
さ
れ
て
き
た

の
は
、
葬
儀
や
オ
コ
ナ
イ
、

村
寄
り
や
儀
式
ご
と
の
正
装

と
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
あ
り

ま
す
。
新
し
い
ユ
キ
バ
カ
マ

は
正
装
に
、
古
く
な
る
と
作

業
着
に
し
ま
し
た
。

麻
は
、
紀
元
前
二
〇
〇
〇
年
頃
か
ら
中

国
で
栽
培
が
始
ま
り
、
五
穀
の
筆
頭
に
あ

げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
実
は
食
料
と
な
り
、

油
を
採
る
こ
と
も
で
き
ま
し
た
。
麻
の
葉

の
文
様
は
無
病
息
災
、
不
老
長
寿
の
効
が

あ
る
と
い
わ
れ
、
丈
夫
で
す
く
す
く
と
ま

っ
す
ぐ
に
伸
び
る
こ
と
か
ら
、
新
生
児
の

肌
着
な
ど
に
用
い
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

茎
は
麻
ガ
ラ
と
し
て
、
お
盆
の
精
霊
の
迎

え
火
・
送
り
火
に
、
葬
送
の
棺
の
底
に
敷

い
た
り
、
辻
ろ
う
そ
く
の
さ
お
に
も
使
っ

た
り
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
清
ら
か
な
聖

な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
す
。

ま
た
、
萱
葺
き
屋
根
の
軒
付
け
に
も
魔
除

け
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

甲
津
原
で
は
綿
花
栽
培
が
気
候
条
件
に

適
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
麻
が
栽

培
さ
れ
、
ユ
キ
バ
カ
マ
な
ど
の
衣
装
の
民

俗
文
化
が
生
ま
れ
、
伝
え
ら
れ
て
き
た
と

考
え
ら
れ
ま
す
。（

歴
史
・
文
化
財
保
護
室
）

甲
津
原
の
麻
織
り

米
原
市
の
歴
史
・
文
化
財
を
歩
く
75

麻
織
物
の
歴
史

雪
袴

ゆ
き
ば
か
ま

の
民
俗

▲ 麻を蒸す作業




