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▶朝晩の空気が凛と冷たく、布団から出にくい季節となりまし
た。明け方に窓を開けると、吐く息が白く染まり、冬が近づいてい
るのを感じます。▶少し前までは若緑色が広がっていた田んぼ
も、今では稲が刈り取られてさっぱりとした姿になりました。▶
この時期、食べたくなるのはやっぱり新米。私はおむすびにして
食べるのが好きです。ほかほかご飯に、梅干し、醤油おかか、秋鮭
などの具を入れたり、さつまいもや栗、きのこなどを炊き込んだ
もので作ったり、かわいい形にしてみたり。作るのは簡単ですが、
奥の深い料理です。出来たてを食べるもよし、それを持って紅葉
狩りに出かけるもよし。実りの秋を楽しみたいですね。（栗原）

ひとりごと　From editors

黄金色の朝
（鶉新田地内）

天
王
様

　
一
本
木
の
集
落
の
中
央
に
小
さ
な
ほ
こ
ら
が

あ
り
ま
す
。
天
王
様
で
す
。
昔
は
横
三
間
・
奥

行
き
一
間
半
の
建
物
が
あ
っ
て
半
分
に
天
王
様

を
祭
り
、
後
半
分
を
消
防
ポ
ン
プ
小
屋
に
充
て

て
い
ま
し
た
（
一
間
は
約
1.8
ｍ
）。

　
そ
の
頃
、
夏
の
天
王
様
の
お
祭
り
の
日
に
は

世
良
田
（
太
田
市
世
良
田
町
）
か
ら
天
王
様
を

借
り
て
き
ま
し
た
。

　
運
搬
は
大
八
車
を
人
力
で
引
き
、
歩
き
で
し

た
。
後
に
リ
ヤ
カ
ー
が
普
及
し
て
か
ら
は
自
転

車
で
リ
ヤ
カ
ー
を
引
い
て
運
び
ま
し
た
。

　
荷
物
の
箱
の
中
に
は
、
木
彫
り
の
獅
子
頭
が

収
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
借
り
て
き
た
獅
子
頭

は
、
午
前
は
藤
川
の
本
村
で
使
用
し
、
午
後
は

一
本
木
で
使
用
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
毎
年
交
互

に
使
用
す
る
習
わ
し
で
し
た
。

　
い
よ
い
よ
獅
子
頭
の
お
出
ま
し
で
す
。
祭
り

番
の
人
が
こ
れ
を
担
い
で
、
一
軒
一
軒
玄
関
か

ら
入
っ
て
奥
座
敷
ま
で
行
き
、
悪
魔
払
い
の
し

ぐ
さ
を
し
ま
す
。
終
わ
る
と
そ
の
ま
ま
外
に
出

ま
す
。
祭
り
番
は
、
早
く
各
戸
を
回
り
た
い
と

懸
命
で
す
。

　
と
こ
ろ
が
若
い
衆
が
こ
れ
を
取
り
に
か
か
り

ま
す
。
若
い
衆
は
ワ
ッ
シ
ョ
イ
ワ
ッ
シ
ョ
イ
勢

い
よ
く
暴
れ
ま
す
。
や
が
て
頃
合
い
を
見
て
祭

り
番
が
ま
た
、
こ
れ
を
取
っ
て
家
々
を
回
り
ま

す
。
一
時
は
祭
り
番
と
若
い
衆
の
奪
い
合
い
と

な
り
ま
す
。

　
最
後
は
祭
り
番
が
責
任
を
も
っ
て
終
夜
、
獅

子
頭
を
お
守
り
し
ま
す
。

　
こ
う
し
て
祭
り
が
済
む
と
、
翌
日
は
早
速
世

良
田
に
返
し
に
行
き
ま
す
。村
人
は
酒
を
飲
み
、

ご
ち
そ
う
を
食
べ
て
、
一
日
中
祭
り
気
分
に
浸

り
ま
す
。

　
し
か
し
、
村
に
と
っ
て
一
大
行
事
の
こ
の
祭

り
も
戦
争
で
中
断
、
や
が
て
終
戦
。
世
相
の
変

化
に
伴
い
村
祭
り
も
止
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。

　
た
ま
た
ま
道
路
拡
張
で
建
物
を
取
り
払
わ
ね

ば
な
ら
な
く
な
り
、
石
造
り
の
天
王
様
を
四
祀

開
神
社
境
内
に
お
預
け
し
ま
し
た
。

　
そ
れ
か
ら
何
年
か
し
て
、
一
本
木
に
病
人
が

多
発
し
ま
し
た
。
村
人
た
ち
は
「
こ
れ
は
天
王

様
が
帰
り
た
が
っ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
」
と
言

い
始
め
ま
し
た
。
そ
こ
で
再
び
一
本
木
に
小
さ

な
ほ
こ
ら
を
建
て
、
お
帰
り
を
願
う
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

　
現
在
は
年
に
一
度
、
祭
り
番
が
集
ま
っ
て
、

赤
飯
と
酒し

ゅ
こ
う肴
を
用
意
し
、
神
主
に
お
願
い
し
て

村
中
の
無
病
息
災
を
祈
願
し
て
も
ら
い
、
お
祝

い
を
し
て
い
ま
す
。

　
時
代
の
流
れ
と
と
も
に
古
い
祭
り
は
消
え
て

い
き
ま
す
が
、
ま
だ
形
だ
け
で
も
残
っ
て
い
る

の
は
よ
し
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

〈
第
四
十
二
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―。

邑楽町の昔ばなし
いつの時代までも残したい

【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。

Ｔ字路脇の小さなほこらに祭られている天王様。（写真左）
その隣にあるのが阿夫利神社の灯籠（写真右）

この広報誌は、東日本大震災で被災した三菱
製紙のニューVマット紙を使用しています。


