
108

あ
る
秋
の
夕
飯
時
、

窓
下
で

鳴
く
虫

の
声
を
開

い
た
裡
Ｄ

が

「
昔
だ
き

ゃ
ア
、

ヨ
オ

ロ

ギ
、

ボ
ド
ツ
ゲ
ボ
ド
ツ
ゲ
っ
て

い

い
で
る

っ
て
し
ゃ
べ
っ
た
も

ん
で
」
と
、

た
め
息
を

つ
い
た
．

ボ
ド
と
は
市

い
布
や
、

そ
う
し

た
布
を
刑
し
つ
づ

っ
た
者
物
の

こ
と
を
い
う
ｃ

「
ボ
ド

（古
着
）

継
げ
」
と
師
こ
え
る
コ
オ
ロ
ギ

の
哨
き
声
に
急
か
さ
れ
る
よ
う

に
、

Ｆ
阿
の
出
畑
仕
事
で
疲
れ

て
は
い
＝
を
こ
す
り
つ
つ
、

四

炉
決
瑞
で
冬
支
度
の
た
め
針
を

避
ん
だ
女
＝
た
ち
の
秋
の
夜
長

を
思
わ
せ
る
言

い
田
し
で
あ

一る
。か

つ
て
の
暮
ら
し
に
は
　
季

は
新
物
を
洗
う
、

い
わ
ゆ
る

「た
い
張
り
」
の
季
節
で
あ

っ

た
。
ま
す
若
物
は
布

へ
と
は
ぐ

さ
れ
、

小
川
や
セ
キ

（水
路
）
、

オ
戸
の
近
く
な
ど
で
洗
わ
れ
た
。

命
た
い
水
で
の
手
洸
い
は
あ
か

ぎ
れ
な
ど
手
北
れ
で
女
性
た
ち

を
悩
ま
せ
た
が
、

そ
の

一
方

で
　
村
々
の
水
の
豊
富
な
と
こ

ろ
に
洗
濯
の
た
め
に
女
性
た
ち

が
集
ま
り
、

そ
こ
で
交
わ
さ
れ

る
世
岡
話
は
楽
し
み
で
も
あ

っ

た
と
い
う
。

そ
し
て
洗
濯
し
た

布
を
乾
か
す
と
、

し
わ
を
仲
ば

す
た
め
に
削
付
け
を
し
た
。

大

き
な
た
ら
い
で
削
を
水
に
滞
か

し
、

そ
こ
に
布
を
浸
し
、

張
り

板
に
し
わ
が
入
ら
な
い
よ
う
丁

事
に
仰
し
て
乾
か
す
。

こ
う
し

て
、

湖
付
け
を
し
た
布
は
乾
く

と
国
く
な
る
た
め
、

ジ
ョ
ウ
バ

ツ
チ
と
い
う
木
づ
ち
で
少
し
ず

つ
打

っ
て
、

来
ら
か
く
す
る
。

こ
れ
を
ジ
ョ
ウ
バ
打
ち
と
い
っ

た
ぃ
Ｈ
が
ネ
れ
た
こ
ろ
、

ジ
ョ

ウ
バ
打
ち
の
ト
ン
ト
ン
と

い
う

音
が
響
く
情
京
は
　
着
物
が
ま

だ
身
に
つ
け
ら
れ
て
い
た
昭
和

２０
年
代
ご
ろ
に
は
あ
ち
こ
ち
で

兄
ら
れ
た
も
の
だ
と

い
う
。

こ

の
ト
ン
ト
ン
と

い
う
■
を
開

い

て
、

十
イ

た
ち

が
手
は

い
に

や

つ
て
く
る
と
　
あ
か
し
た
イ

モ
や
カ
ボ
チ
ャ
が
振
る
舛
わ
れ

る
こ
と
も
あ

っ
た
。

そ
う
し
て

仕
上
が

っ
た
布
は
、

女
性
た
ち

い
■
防
備
な
た
者
の
背
中
を
■

る
よ
う
に
、

後
襟
下
に
確

い
飾

り
を
つ
け
る
ま
じ
な
い
も
行
わ

れ
た
。

県
内
の
例
で
は
、

旧
市

浦
村
脇
元

（五
所
川
原
市
）
で

お
の
よ
が
お
き
な
い
ま
じ
な
い

だ
と

い
つ
て
、

赤
ん
坊
の
ポ
ン

ノ
ゴ

（津
旺
介
で
、

う
な
じ
を

指
す
）
に
あ
た
る
襟
に
三
角
抑

の
布
切
れ
を

つ
け
た
り
、

惨
ヶ

沢
町
種
里
や
旧
碇
ヶ
関
村
古
懸

（平
川
市
）
で
魔
除
け
や
病
除

け
と
し
て
、　

マ
ス
を

つ
け
た
ｔ

マ
ス
と
は

い
わ
ゆ
る

「
括
り

狭
」
で
、

柵
を
入
れ
た
四
れ

い

布
の
四
隅
を
ひ
と
つ
に
稚

っ
て

足
に
見
立
て
た
猿
の
権
い
ぐ
る

み
で
あ
る
。

災
厄
が

「
去
る
」

と

「猿
」
を
か
け
た
も
の
だ
と

も

い
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
、

汁
確
地
方
の
か

つ
て
の
暮
ら
し
に
つ
い
て
は
、

今
年
３
月
に
刊
行
し
た

『甘
森

県
史
　
民
俗
桶
　
資
料
津
軽
』

に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

各
地

域
の
方
々
に
、

聞
き
取
り
調
査

や
資
料
調
査
な
ど
様
々
な
ご
協

力
を
賜
り
完
成
し
た
本
書
、

是

非
と
も
多
く

の
方

々
の
手

に

取

っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

ｒ
ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

の
ウ
を
す
る
役
割
を
持

つ
。

特

に
　
と
ま
れ
た
ば
か
り
の
赤
ん

坊
を
包
む
に
お
に
は
、

他
や
か

な
成
長
を
遂
げ
る
よ
う
祈
る

は

い
が
込
め
ら
れ
た
。

例
え

ば
、

産
着
に
仕
立
て
る
布
の
柄

に
は
　
麻
の
葉
の
模
様
の
も
の

が
好
ま
れ
た
。
こ
れ
は
魔
除
け

だ
と
も
、

麻

の
よ
う

に
強
く

育

っ
て
ほ
し
い
と
い
う
は
い
の

た
め
だ
と
も

い
う
。

ま
た
、

背

守
り
と
い
っ
て
、

絶
い
Ｈ
の
な

０

し う 者 物 れ 締 術 時 は の て 春 仕 者 冬 つ Ⅲ の 節
て

・
を や た を え 期 寒 間

｀
に 立 物 に た が 針 ご

秋 そ 権 胴 着 入 て に い に 夏 着 て を は
°
あ 仕 と

――――一
、

津 |

た 事 性 は  仕 の
こ
の た

｀
こ 立 手

衣 ひ ち 家 う て で
服 と の を し ら 再
は つ i支 た れ 度
着 で 要 え 封 る 着
る あ な る 付:の 物
者 つ 社 女 Ⅲ だ に

針仕事をする女性とエンツコに入った赤ん坊(昭和31年 弘前市周辺)

(佐々木直亮氏撮影 言森県立郷二億提供)


