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我
が
家
の
小
話 

三
話 

（
そ
の
一
） 

あ
る
日
二
階
の
窓
ガ
ラ
ス

に
風
で
枝
が
ぶ
ち
当
た
っ
た

よ
う
な
音
が
し
た
。
二
階
で

主
人
が
物
を
落
と
し
た
か
と

尋
ね
た
が
何
も
し
な
か
っ
た

と
言
う
。
庭
を
見
る
と
何
と

小
鳥
が
ひ
っ
く
り
返
っ
て
い

る
。
慌
て
て
庭
に
出
て
手
に

乗
せ
る
と
可
愛
い
メ
ジ
ロ
が

ガ
チ
ガ
チ
に
な
っ
て
い
る
。 

ど
こ
が
心
臓
か
お
腹
か
も
判

ら
ず
、
や
た
ら
と
心
臓
ら
し

き
と
こ
ろ
を
マ
ッ
サ
ー
ジ
し

て
、
細
い
足
を
ゆ
っ
く
り
伸

ば
し
た
。 

       

次
に
嘴
に
細
い
水
道
水
を
掛

け
る
と
足
を
伸
ば
し
だ
し
た

の
で
ほ
っ
と
し
て
い
た
ら
急

に
飛
び
回
っ
て
室
内
を
飛
び

回
る
。
脳
震
盪
を
起
こ
し
て

い
た
模
様
。 

       

今
度
は
室
内
で
ま
た
内
側
か

ら
ガ
ラ
ス
戸
に
ぶ
つ
か
り
そ

う
。
虫
取
り
網
で
追
い
か
け
て

外
に
放
り
出
し
た
。
そ
の
間
約

40
分
、
メ
ジ
ロ
が
大
空
に
舞
い

上
が
っ
た
途
端
、
辺
り
が
静
寂

に
な
り
、
気
が
付
け
ば
先
ほ
ど

の
騒
ぎ
は
親
鳥
が
鳴
き
続
け

て
い
た
ら
し
い
。
親
の
深
い
愛

情
が
感
じ
ら
れ
た
一
瞬
だ
っ

た
。
人
助
け
な
ら
ぬ
鳥
助
け
。

か
弱
さ
は
し
ば
ら
く
私
の
手

の
ひ
ら
に
残
っ
た
。 

（
そ
の
二
） 

友
人
の
パ
ス
テ
ル
画
展
の

案
内
状
頼
り
に
主
人
と
戎
橋

の
会
場
に
で
か
け
た
。
当
日
は

天
気
の
良
い
日
曜
日
と
あ
っ

て
難
波
駅
周
辺
の
人
通
り
の

多
さ
に
驚
い
た
。
昔
良
く
知
っ

た
所
と
高
を
括
っ
て
、
い
い
加

減
に
地
下
道
を
上
が
っ
た
が

道
筋
が
解
ら
な
く
な
っ
た
。
最

近
外
国
の
観
光
客
が
多
く
な

っ
た
と
聞
く
が
ど
な
た
が
外

国
人
か
日
本
人
か
わ
か
ら
な

い
程
慣
れ
た
感
じ
。
私
た
ち
の

方
が
外
国
人
の
よ
う
、
明
ら
か

に
日
本
の
方
と
思
し
き
人
に

戎
橋
筋
を
尋
ね
た
次
第
。
眼
の

前
に
水
掛
不
動
が
現
わ
れ
た

の
で
ほ
っ
と
し
た
。 

       

お
礼
に
お
賽
銭
と
水
の
ひ

と
か
け
。
そ
の
周
辺
は
ご
存
知

の
石
畳
の
路
地
沿
い
に
飲
食

店
が
並
ぶ
法
善
寺
横
丁
で
す
。

“
包
丁
一
本
晒
し
に
巻
い

て
・
・
・
♪
” 

     

 

お
蔭
で
目
的
の
会
場
に
は

無
事
着
い
た
。
お
上
り
さ
ん
に

な
っ
た
ね
と
ト
ホ
ホ
～ 

（
そ
の
三
） 

友
人
か
ら
「
ム
ベ
」
の
果
実

を
戴
い
た
。
ア
ケ
ビ
の
一
種
で
、

ア
ケ
ビ
よ
り
少
し
小
さ
く
、
赤

紫
色
が
濃
い
。
種
を
取
り
巻
く

ゼ
リ
ー
状
の
中
身
は
ア
ケ
ビ

と
同
じ
だ
が
ア
ケ

ビ
は
落
葉
樹
（
蔓
）
、

ム
ベ
は
常
緑
樹
で

年
中
蔓
が
垣
根
や

棚
を
覆
う
。
昔
は
お

や
つ
に
楽
し
む
こ

と
が
あ
っ
た
と
聞

く
が
、
現
代
っ
子
に

は
無
縁
で
あ
る
。
私

に
は
百
人
一
首
か

ら
思
い
だ
す
の
は

「
吹
く
か
ら
に
秋

の
草
木
の
し
を
る

れ
ば
む
べ
山
風
を

あ
ら
し
と
い
ふ
ら

む
」
。
そ
の
中
の
「
む

べ
」
の
意
は
「
な
る
ほ
ど
」
と

あ
る
。
調
べ
る
と
「
ム
ベ
の
果

実
」
と
古
語
「
む
べ
」
が
関
係

す
る
と
分
か
り
び
っ
く
り
し
た
。

西
暦
670
年
前
後
に
在
位
し
た

天
智
天
皇
が
近
江
の
蒲
生
野
へ

狩
り
に
出
か
け
た
時
、
8
人
の

男
子
を
持
つ
老
夫
婦
に
出
会
い
、

天
皇
が
「
汝
ら
如
何
に
か
く
長

寿
ぞ
」
と
尋
ね
る
と
「
こ
の
地

で
取
れ
る
霊
果
を
食
す
る
為
」

と
答
え
た
。
そ
れ
に
感
心
し
て

「
む
べ
な
る
か
な
（
な
る
ほ
ど

の
意
）
」
と
得
心
し
、
そ
の
後

こ
の
果
実
を
「
ム
ベ
」
と
呼
ぶ

よ
う
に
な
っ
た
と
か
。
ム
ベ
を

郁
子
と
書
く
の
は
わ
か
ら
な
い
。

ち
な
み
に
余
計
な
こ
と
だ
が
、

こ
の
和
歌
は
「
山
」
と
「
風
」

を
合
わ
せ
て
「
嵐
」
と
い
い
、

「
嵐
」
を
「
荒
ら
し
」
と
掛
け

て
の
遊
び
歌
。 

         

槻
輪
の
四
季
彩
に
投
稿
し
始

め
て
、
日
本
語
の
面
白
さ
を
感

じ
ら
れ
る
こ
の
頃
だ
。 

記
・
写
真
：
上
村
サ
ト
子 

会
員
だ
よ
り 

今までお聞きになったことがありますか。 

「それは何ですか？」、知らなかった行事は

結構あるものです。 

七五三の行事は全国的ですが、0歳の子ど

もが初めての冬を迎える「綿着（わたぎ）の

祝い」というそうです。 

愛媛県松山市神田町に鎮座する嚴島神社の

神主さんの記録では、「綿着の祝い」は愛媛

地方の風習で、初めて綿着を着ることを祝う

お祭りです。前年 10月 16日から当年 10月

15日までに生まれた男女が対象で、11月七五

三の祝いと同じにされる様で「着るものに困

らないように」と、お詣りするもので、綿の

入った服を着せて行くのが習わしだそうで

す。最近では、キルティングの洋服などです

ませることもある様です。 

生まれた赤ちゃんに、寒い冬を迎える前に、

温かい衣服を用意してあげるということでし

ょうね。 

息子の嫁の親が、孫に着せる「おでんち」

を持って愛媛から来てくださいました。 

孫に「おでんち」を着せて、11月 17日富

田の三輪神社の神殿の中で、「今後の健やか

な成長を願って」ご祈祷をして頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「でんち」とは、「殿中羽織」の略語だそう

で、「殿中」＝袖なし羽織の事です。関西で

は「でんち」・「でんちこ」などと言い、関

東地方では「ちゃんちゃんこ」と言うそうで

す。 

記・写真：大岡津奈子 
 

 

「でんち」は私も子供

のころ冬になると手放

せないものでした。 

「でんち」は私の田舎

の滋賀県の言い方で

す。「でんち」には思

い出も多く、温もりを

感じます。 

 

硬直したメジロに

心臓マッサージ 
親鳥の声を確かめて

いるのか 

水掛不動尊 

法善寺横丁 

ムベの果実 

[おでんち]を着た孫 


