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▶2015年も残すところ一か月。来年の目標とかやってみたいこととか考
え始めます。そこで気になるのが暦。何でも2016年の暦が話題になって
いるそうな。見てみるとゴールデンウイークもシルバーウィークも休み
がつながらず、まとまった大型連休にはならないようです。▶Fecebook
を始めてみたいと思っています。しかし、情報がどこまで出ていくのか、シ
ステムを理解できず怖くて始められません。どなたか詳しく教えてくだ
さいませんか。▶最近、自席で編集に費やす時間が増えてしまっていて、外
に出れていません。外に出ないと町民の皆さんに会えないので、広報担当
として痛く反省しています。反省は「事を改めようと考え、行動すること」。
ならばこれを今日からの目標にしよう。ちなみに来年は申年です。（深澤）

ひとりごと　From editors

晩秋
（緑化センター）

大
晦
日
の
夕
飯

　

大
晦
日
の
夕
飯
は
「
年
越
し
そ
ば
」
を
食
べ

て
年
越
し
を
す
る
の
が
普
通
で
す
。け
れ
ど
も
、

十
三
坊
塚
の
一
部
の
農
家
で
は
、
い
つ
も
の
よ

う
に
ご
飯
を
炊
い
て
夕
食
に
し
ま
す
。

　

こ
の
と
き
、
食
べ
き
れ
な
い
ほ
ど
た
く
さ
ん

炊
き
ま
す
。
明
日
は
お
正
月
と
い
う
の
に
、
残

り
物
に
な
る
ほ
ど
た
く
さ
ん
ご
飯
を
炊
く
と
い

う
変
わ
っ
た
風
習
が
あ
り
ま
す
。

　

当
然
、
お
正
月
に
な
っ
て
も
残
っ
た
ご
飯
を

餅
や
う
ど
ん
・
そ
ば
な
ど
と
一
緒
に
い
た
だ
き

ま
す
。
し
か
も
、最
後
の
残
り
飯
は
「
七
草
粥
」

を
作
る
と
き
に
使
い
ま
し
た
。

　

昔
、
農
家
は
貧
し
い
暮
ら
し
で
し
た
か
ら
、

正
月
で
も
な
い
と
食
べ
物
も
た
く
さ
ん
い
た
だ

け
ま
せ
ん
で
し
た
。
親
た
ち
も
、
せ
め
て
正
月

く
ら
い
は
子
ど
も
た
ち
に
腹
一
杯
食
べ
さ
せ
て

や
り
た
い
と
思
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

ま
た
、昔
の
人
は
縁
起
を
担
い
だ
も
の
で
す
。

「
ご
飯
が
残
っ
た
」
と
い
う
こ
と
は
「
米
が
た

く
さ
ん
と
れ
て
身
上
が
残
っ
た
」
と
い
う
こ
と

に
通
じ
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
さ
ら
に
、
残
り
飯

を
「
七
草
粥
」
に
入
れ
て
増
や
し
に
し
、
食
べ

物
を
大
切
に
す
る
こ
と
を
無
言
で
教
え
て
い
た

の
で
し
ょ
う
。

北
向
聖し

ょ
う

観
音

　

中
野
東
小
学
校
の
北
裏
に
曼
陀
羅
と
い
う
地

名
が
あ
り
ま
す
。
北
向
観
音
堂
は
そ
こ
に
あ
り

ま
す
。
こ
こ
に
は
馬
頭
観
音
様
が
祭
っ
て
あ
り

ま
す
。

　

な
ぜ
か
こ
こ
は
、
呼
び
名
の
通
り
お
堂
が
北

向
き
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
地
は
古
く
か
ら

広
々
と
し
た
農
地
と
、
多
く
の
山
林
、
広
大
な

湿
地
帯
に
囲
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
昔
こ
の
辺
り

で
は
農
事
に
馬
が
盛
ん
に
使
わ
れ
ま
し
た
。
田

畑
の
耕
作
は
も
ち
ろ
ん
、
ア
シ
や
木
材
の
運
び

出
し
に
活
躍
し
ま
し
た
。

　

農
家
で
は
馬
を
家
族
同
様
に
扱
い
、
同
じ
屋

根
の
下
で
暮
ら
し
ま
し
た
。
馬
主
ら
は
飼
い
馬

が
災
難
に
遭
わ
な
い
よ
う
に
、
病
気
に
か
か
ら

な
い
よ
う
に
と
、
仏
様
の
ご
加
護
を
願
う
と
と

も
に
、
亡
く
な
っ
た
馬
の
成
仏
を
願
っ
て
供
養

を
す
る
た
め
に
、
馬
頭
観
音
様
を
お
祭
り
し
ま

し
た
。

　

馬
が
亡
く
な
る
と
、
頭
を
北
に
し
て
埋
葬
し

た
の
で
北
向
き
観
音
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
ま

す
。
か
つ
て
埋
葬
し
た
馬
の
骨
が
観
音
堂
を
や

や
離
れ
た
西
側
か
ら

出
土
し
て
い
ま
す
。

〈
第
五
十
四
回
〉

Photo 原田隆雄（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―。

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。

現在の北向観音堂。その昔、農事に使われていた馬を人々は家族同様
に扱い、馬の無病息災や供養のために祭ったといわれています。

「

食

物
を
大
切
に
す
る
こ
と
を
無
言
で
教
え
て
い
た

の
で
し
ょ
う
。

西
側

出
土
し
て
い
ま
す
。

邑楽町の昔ばなし

今もお堂の中には北向き
の観音像が建っています


