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▶白鳥たちが北へ旅立つ準備を始める季節となりました。シンボル
タワーの周りを飛びながら鳴く彼らを見られなくなってしまうのは
寂しいですが、無事目的地へ到着することを祈っています。去る者が
いる一方で庭先を見ると、福寿草がほころんでいました。春と共にさ
まざまな訪れがありそうで、今から楽しみです。▶この時期は空気が
澄んでいて、役場の２階からは富士山が見られます。黄昏時になると
シルエットが夕焼けに映えてとてもきれいです。▶黄昏時という言
葉は、薄暗くなり、人の見分けがつきにくく「誰ぞ彼は」と問うことが
語源であるそうです。そんな夕暮れ時に、誰に問わずともはっきりと
わかる富士山は、邑楽町におけるシンボルタワーのようです。（栗原）

ひとりごと　From	editors

白鳥のダンス
（多々良沼）

お
ひ
な
様

　
か
や
ぶ
き
の
家
の
軒
下
に
垂
れ
下
が
っ
た
ツ

ラ
ラ
も
い
つ
の
ま
に
か
姿
を
消
し
、
早
春
の
息

吹
を
感
じ
る
こ
ろ
、
女
の
子
の
い
る
家
で
は
ど

こ
の
家
で
も
お
ひ
な
様
が
飾
ら
れ
ま
す
。

　
子
ど
も
た
ち
は
一
年
間
、
箱
の
中
に
眠
っ
て

い
た
お
ひ
な
様
と
の
対
面
を
待
ち
こ
が
れ
た
も

の
で
す
。
段
を
覆
っ
た
赤
い
じ
ゅ
う
た
ん
の
上

に
並
ん
だ
そ
の
姿
は
春
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。

　
今
か
ら
75
年
も
前
の
お
ひ
な
様
は
質
素
な
人

形
が
多
か
っ
た
の
で
す
。そ
れ
で
も
親
た
ち
は
、

娘
の
幸
せ
を
願
っ
て
飾
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

　
そ
し
て
３
月
３
日
の
お
節
句
に
は
、
草
餅
や

あ
ら
れ
餅
な
ど
を
供
え
て
お
祝
い
し
ま
し
た
。

　
子
ど
も
た
ち
は
い
つ
ま
で
も
、
い
つ
ま
で
も

お
ひ
な
様
と
遊
ん
で
い
た
い
の
で
す
が
、
お
ば

あ
さ
ん
が
お
母
さ
ん
に
「
節
句
が
済
ん
だ
ら
、

早
く
し
ま
わ
な
い
と
、
娘
が
大
き
く
な
っ
て
も

縁
遠
い
」
と
言
っ
て
い
る
の
を
子
ど
も
た
ち
は

聞
い
て
い
ま
し
た
。
せ
っ
か
く
飾
っ
た
の
に
、

も
っ
と
遊
ん
で
い
た
い
の
に
お
ば
あ
さ
ん
が
、

お
母
さ
ん
に
し
ま
う
の
を
急
が
せ
た
も
の
で
す
。

　
や
が
て
歳
月
が
過
ぎ
、
女
の
子
が
成
長
し
て

娘
に
な
る
こ
ろ
に
は
、
お
ひ
な
様
も
な
か
な
か

飾
っ
て
も
ら
え
ず
、
い
つ
も
し
ま
わ
れ
た
ま
ま

に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。

こ
う
な
り
ま
す
と
、
せ
っ
か
く
の
お
ひ
な
様
が

本
当
に
か
わ
い
そ
う
で
す
が
、
大
人
た
ち
は
、

「
お
ひ
な
様
を
箱
に
入
れ
て
し
ま
っ
て
お
く
と
、

娘
た
ち
が
嫁
に
い
け
な
い
。
お
ひ
な
様
を
川
に

流
せ
ば
粗
末
に
な
ら
ず
清
め
ら
れ
、浮
か
ば
れ
、

娘
た
ち
の
身
代
わ
り
に
な
り
、
娘
た
ち
に
は
幸

福
を
も
た
ら
す
」
と
思
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　
子
ど
も
た
ち
は
親
の
言
い
つ
け
で
、
お
ひ
な

様
を
川
に
流
し
に
い
き
ま
し
た
。お
ひ
な
様
が
、

だ
ん
だ
ん
川
の
水
に
浸
り
、
衣
の
赤
い
色
が
水

に
に
じ
み
で
て
き
て
、
沈
み
な
が
ら
、
ゆ
る
や

か
に
流
れ
て
い
く
様
子
を
、
子
ど
も
た
ち
は
い

つ
ま
で
も
、い
つ
ま
で
も
見
守
っ
て
い
た
の
で
す
。

　
今
で
は
、
こ
の
流
し
ひ
な
の
風
習
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
そ
の
こ
ろ
の
子
ど
も
た
ち
は
、
あ
れ

か
ら
75
年
を
過
ぎ
て
も
、
自
分
た
ち
の
あ
の
こ

ろ
の
様
子
が
焼
き
つ
い
て
い
て
、
そ
れ
を
思
う

と
懐
か
し
さ
に
駆
ら
れ
る
と
い
い
ま
す
。

〈
第
四
十
六
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。

イラストは、広報おうら1月号「成人式典」で取材した伊藤彩夏さん（開
拓・32区）。アニメーターを目指して学業に励んでいます

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。

現在、一般的なひな人形は関東雛
びな

といい、向かって左に
お殿様が座っています。昔は逆で、向かって右にお殿様
が座っていました。現在も京雛として残っています


