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▶１月12日に行われた成人式では、新成人の実行委員の皆さん
と一緒に式典に華を添えるためのアトラクションを行いました。
内容は、八木節演奏と中学時代の先生がたからのビデオレターを
上映。▶式典前日、実行委員さんと当時一緒に八木節をしていた
新成人の皆さんが、出演団体であり当時所属していた高島子ども
八木節隊の練習会場に行き、一緒に練習をしました。指導者の皆
さんは当時と同じで、久しぶりの再会に感激と喜びで胸がいっぱ
いの様子でした。式典では、高島子ども八木節隊と新成人がコラ
ボした八木節を披露することができ、すばらしい式典になりまし
た。関係者の皆さん、本当にありがとうございました。（藤田）

ひとりごと　From editors

帰る前にここで
（ガバ沼）

石
打
（
い
し
う
ち
）

　今
か
ら
五
百
三
十
年
ほ
ど
昔
、
京
都
で
起

き
た
応
仁
の
乱
（
一
四
六
七
）
の
頃
、
石
打

兵ひ
ょ
う
ぶ
し
ょ
う
ゆ
う

部
少
輔
と
い
う
武
士
の
住
居
が
あ
っ
た
と

い
わ
れ
ま
す
。

　石
打
の
名
は
こ
の
武
士
の
名
前
か
ら
生
ま

れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か

し
、
も
っ
と
古
い
古
い
時
代
か
ら
あ
っ
た
地

名
で
は
な
い
か
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。

　こ
の
辺
り
は
台
地
に
な
っ
て
い
て
、
縄
文

時
代
か
ら
人
間
が
住
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
こ

で
、
こ
こ
に
住
ん
で
い
た
人
た
ち
に
よ
っ
て

石
器
作
り
が
行
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
石

打
の
地
名
は
そ
こ
か
ら
出
た
、
と
い
う
人
も

お
り
ま
す
。

千
原
田
（
ち
は
ら
だ
）

　千
原
田
は
中
野
の
小
字
名
で
す
。
中
野
全

域
の
鎮
守
で
あ
る
長
良
神
社
が
あ
り
ま
す
。

千
原
田
古こ

る
い塁
跡
が
あ
り
ま
す
。

　古
く
は
「
ち
や
り
だ
」
と
称
し
て
い
た
よ

う
で
す
。
こ
こ
は
今
で
も
矢
場
川
の
流
れ
が

く
ね
く
ね
し
て
い
ま
す
が
、
水
が
出
る
と
川

の
砂
や
石
が
田
ん
ぼ
に
押
し
出
し
砂じ

ゃ

り

た

利
田
に

な
っ
て
し
ま
う
の
で
「
じ
ゃ
り
だ
」
と
呼
び

ま
し
た
が
、
い
つ
の
間
に
か
、「
じ
ゃ
り
だ
」

が
「
ち
や
り
だ
」
に
変
化
し
た
と
い
う
説
も

あ
り
ま
す
。

　さ
て
昔
、
八
幡
太
郎
義
家
が
奥
州
征
伐
の

時
、
義
家
の
家
来
で
千
原
田
小
太
郎
基よ

し
ふ
さ房
と

い
う
武
将
が
こ
の
辺
り
で
休
憩
し
た
と
い
い

ま
す
。
そ
の
と
き
里さ

と
び
と人
は
好
意
を
も
っ
て
千

原
田
基
房
を
接
待
し
た
そ
う
で
す
。
基
房
は

た
い
へ
ん
喜
ん
で
出し

ゅ
っ
た
つ立
し
ま
し
た
。
こ
の
よ

う
な
こ
と
が
あ
っ
て
里さ

と
び
と人
は
、
こ
の
偉
い
武

将
の
姓
に
あ
や
か
っ
て
こ
の
場
所
を
千
原
田

と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。

　の
ち
に
、
新
田
義
貞
の
忠
臣
、
中
野
藤
内

左
衛
門
の
居
城
で
あ
っ
た
中
野
城
の
出
張
り

を
守
っ
た
の
が
千
原
田
小
太
郎
で
し
た
。
小

太
郎
が
築
い
た
砦

と
り
で

跡
だ
と
い
わ
れ
る
通
称

「
山
ノ
内
」
が
、
そ
の
古
塁
跡
で
す
。

　今
で
も
矢
場
川
が
こ
こ
を
取
り
巻
く
よ
う

に
流
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
大
昔
は
自
然
の
要

害
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
矢
場
川
を
越
す
と

昔
の
下
野
国
、
現
在
は
栃
木
県
足
利
市
羽
刈

町
で
す
。
矢
場
川
は
昔
の
謎
を
秘
め
て
、
今

も
静
か
に
流
れ
て
い
ま
す
。

〈
第
三
十
三
回
〉

Photo 高根澤高明（記録ボランティア）

あすへひとこと

若い人たちに語り継ぎたい、
次の世代に残しておきたい。
貴重な話をお届けします―。

邑楽町の地名あれこれ①
「邑楽町の昔ばなし」より

【発行】邑楽町老人クラブ連合会　【編集】あすへひとこと編集委員会
平成 10 年 12 月 31 日発行「高齢者の語り（第六集）あすへひとこと」より

この広報誌は、自然保護のため	
植物油インキを使用しています。

かつては渡良瀬川の本流が流れていたといわれる矢場川（千原田付近）
地域の姿をみるとき、河川の歴史からひもといていくのもおもしろい

千
原
田
の
長
良
神
社
に
構
え
る
狛
犬


