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　6 月 16 日 に、‟中 通 女 子 会”
の皆さんと高山登山に行きました。
昨年、地域を明るく楽しくしよう
と集結した女子会の、今年度行事
の第１弾です。
　黒一点のリーダー、山田一達孝
さんから昔の山の話をお聞きした
り、峨瓏で大きいイワナを見たり、
植物を教えていただきながら登り、
山頂ではがっこなど持ち寄りの豪
華ランチ。本当に「あ～ウメな～」
でした。「あ、おっきいタケノコ！」

「お、太いミズ！」のつぶやきの後
にサッと藪に散る様子に見とれな
がら、皆で無事下山。「改善セン
ター」でタケノコ汁の収穫祭。中
通女子パワーに、元気をもらった
一日でした。　　　　　　　（布川）

こ
と
し
は
戦
後
七
十
年
に
あ
た
る
。

こ
の
町
に
も
戦
争
を
体
験
し
た
人
た

ち
は
、
も
う
二
割
程
度
に
な
っ
た
の

か
も
知
れ
な
い
。
身
に
心
に
大
き
な

傷
跡
を
残
し
て
戦
地
か
ら
帰
っ
た
人

た
ち
も
多
い
が
、
こ
の
太
平
洋
戦
争

で
他
国
の
土
に
眠
っ
た
ま
ま
村
に
帰

れ
な
か
っ
た
若
者
は
、
旧
藤
琴
村
で

一
四
三
名
、
旧
粕
毛
村
で
六
七
名
で

あ
る
。
四
年
前
の
東
日
本
大
震
災
で

は
各
地
で
大
勢
亡
く
な
っ
た
。
だ
が

七
十
年
前
は
い
う
ま
で
も
な
く
人
災

だ
。
国
が
道
を
誤
ら
な
け
れ
ば
回
避

で
き
た
こ
と
だ
◆
七
十
年
前
に
は
、

村
に
も
事
件
は
あ
っ
た
。
花
岡
鉱
山

の
捕
虜
収
容
所
か
ら
英
兵
四
名
が
脱

走
し
、
二
名
は
滝
ノ
沢
上
流
の
山
中

で
捕
ま
っ
た
。
あ
と
の
二
名
も
隣
市

の
黒
沢
山
中
で
捕
ま
っ
て
い
る
。
村

内
は
敵
兵
の
逃
走
で
緊
迫
し
、
サ
イ

レ
ン
を
鳴
ら
し
て
消
防
団
や
青
年
団

な
ど
を
動
員
し
て
山
中
の
捜
索
に
あ

た
っ
た
。
獣
道
の
山
岳
地
帯
を
逃
走

し
て
も
敢
え
な
く
捕
ま
っ
た
が
、
ト

ロ
ッ
コ
に
乗
せ
ら
れ
何
処
へ
連
れ
ら

れ
、
ど
う
な
っ
た
の
か
今
で
も
気
が

か
り
だ
◆
そ
の
ほ
か
に
も
、
粕
毛
の

高
台
に
あ
る
「
増
反
地
」
に
東
雲
飛

行
場
の
練
習
機
が
墜
落
す
る
騒
ぎ
が

あ
っ
た
り
、
釜
石
の
艦
砲
射
撃
の
地

響
き
が
三
百
㎞
も
離
れ
た
わ
が
村
の

ガ
ラ
ス
窓
を
揺
さ
ぶ
り
、
終
戦
前
夜

の
土
崎
空
襲
で
南
の
空
が
真
っ
赤
に

燃
え
、
村
人
た
ち
は
ぶ
る
ぶ
る
震
え

た
。
も
う
戦
争
を
知
ら
な
い
人
た
ち

の
時
代
に
入
る
。
で
も
道
を
誤
ら
な

い
で
欲
し
い
。(

Ｆ)

石
橋
談
義
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扉
を
開
け
て
ま
ず
目
に
付

く
の
が
、
社
殿
天
井
に
大
き

く
書
か
れ
た
龍
の
水
墨
画
。

こ
れ
を
描
い
た
画
家
・
佐
々

木
春
江
（
し
ゅ
ん
こ
う
）
は
、

こ
の
辺
り
の
地
主
の
息
子

で
、
耳
が
悪
か
っ
た
そ
う
で

す
が
、
絵
を
学
び
地
元
の
社

の
た
め
に
大
作
を
残
し
ま
し

た
。
現
在
の
建
物
は
嘉
永
３

年
（
１
８
６
７
年
）
に
改
築

し
た
と
き
の
も
の
で
、
風
格

が
あ
り
ま
す
。

水
不
足
に
苦
し
ん
だ
集
落

の
人
た
ち
の
願
い
が
通
じ
た

か
、
祭
典
日
（
５
月
４
日
）

に
は
必
ず
雨
が
降
る
と
い
う

言
い
伝
え
が
あ
り
ま
す
。

住
宅
地
の
す
ぐ
近
く
に
あ

り
、
訪
れ
や
す
い
神
社
で
す
。

な
か
な
か
見
つ
け
ら
れ
な

い
で
い
た
と
こ
ろ
、
ち
ょ
う

ど
畑
に
い
た
お
か
あ
さ
ん
に

尋
ね
、「『
薬
師
堂
』」
っ
て

い
う
の
か
は
知
ら
な
か
っ
た

け
ど
、
私
た
ち
の
神
さ
ま
な

ら
そ
こ
だ
よ
」
と
道
を
教
え

て
も
ら
え
ま
し
た
。
畑
の
横

道
を
入
り
、
薄
暗
い
杉
林
へ
。

粕
毛
神
明
社
に
合
祀
さ
れ

た
こ
と
が
あ
り
、
奉
納
物
な

ど
も
今
は
な
い
そ
う
。
氏
子

自
体
が
減
っ
た
こ
と
や
、
社

ま
で
の
道
を
歩
く
の
が
容
易

で
な
い
お
年
寄
り
も
い
る
た

め
、
集
ま
れ
る
人
数
は
少
な

い
け
れ
ど
、
祭
日
の
集
い
は

今
も
大
切
に
続
け
ら
れ
て
い

ま
す
。

耳
無
し
お
キ
ツ
ネ
様
に
会
え
る
。

長
場
内
稲
荷
堂

大迫力の龍
の天井画。

キツネの面
影はどこ？

杉林の中に道
が造ってある。

雰囲気たっぷりの鳥居。（逆巻不動堂〈黒瀧神社〉）

神
社
の
あ
る
場
所
は
、

ど
こ
も
素
敵
な
場
所
ば
か

り
で
す
。
ち
ょ
っ
と
高
台

で
木
々
に
囲
ま
れ
て
い
た

り
、
そ
こ
に
陽
の
光
が
さ

し
こ
ん
で
い
た
り
、
ど
こ

か
ら
か
水
の
流
れ
る
音
が

聞
こ
え
て
き
た
り
、
す
ぐ

裏
を
滝
が
流
れ
て
い
た
り
。

氏
子
が
減
り
、
お
祭
り

に
集
ま
れ
る
人
が
少
な
く

な
っ
て
い
る
神
社
も
少
な

く
な
い
よ
う
で
す
。
そ
れ

で
も
「
私
た
ち
の
神
様
だ

か
ら
」
と
社
を
掃
除
し
、

参
道
を
き
れ
い
し
、
冬

に
は
雪
下
ろ
し
を
し
て
い

る
と
い
う
町
の
人
の
お
話

を
聞
い
て
、
神
社
を
大
切

に
し
て
い
る
気
持
ち
が
伝

わ
っ
て
き
ま
し
た
。

道
も
わ
か
ら
な
い
な
が

ら
に
探
し
ま
わ
っ
た
の
で
、

神
社
ま
で
案
内
し
て
く
だ

さ
っ
た
町
内
の
み
な
さ
ま
、

ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
！

　
　
　
　

●

他
に
ま
わ
っ
た
神
社
は
、

地
域
お
こ
し
協
力
隊
の

facebook

に
載
せ
て
い
ま

す
の
で
、
ご
覧
く
だ
さ
い
。

『藤里の文化財 神社編』 （平成 2 年 ・ 藤里町教育委員

会発行） を参考にしながら、 町内の神社をひとつずつ

巡っています。 掲載されている町内の神社は 37 か所。

まわれたのはまだ半分ほどですが、 そのなかから印象

に残った神社をご紹介します。

築 150 年
近い社。

昭和 56 年から
の祭日の記録。

案内してくれ
た加藤さんと
稲荷堂。

『藤里の文化財 神社編』

で行く !

“私たちの神さま”
巡り。

“私たちの神さま”
巡り。

も
う
暮
ら
す
人
も
い
な
い

集
落
で
、
偶
然
出
会
っ
た
方

に
声
を
か
け
た
と
こ
ろ
、
こ

の
近
く
に
家
が
あ
っ
た
と
い

う
方
で
、
神
社
ま
で
案
内
し

て
も
ら
え
ま
し
た
。

完
全
に
道
を
ふ
さ
い
で
い

る
藪
を
か
き
わ
け
て
行
き
た

ど
り
着
い
た
先
に
は
、
お
稲

荷
様
の
石
像
が
。
苔
む
し
て
、

耳
も
顔
も
な
く
な
っ
て
い
る

状
態
で
し
た
。
稲
荷
堂
は
昭

和
53
年
に
建
て
直
さ
れ
た
も

の
で
、
元
の
堂
舎
は
４
坪
の

萱
葺
社
だ
っ
た
ん
だ
と
か
。

建
て
直
し
の
碑
に
は
、
案
内

し
て
く
だ
さ
っ
た
加
藤
秀
男

さ
ん
の
お
父
さ
ん
の
名
前
も

刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

氏
子
数
人
で
も
大
切
に
守
る
。

米
田
薬
師
堂

龍
の
墨
絵
に
見
守
ら
れ
る
。

室
岱
水
神
宮
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長
場
内
で
生
ま
れ
、
長
瀞
に
嫁
ぐ

長
瀞
（
な
が
ど
ろ
）
に
住
ん
で
い

ま
す
桂
田
成
子
で
す
。
生
ま
れ
は
昭

和
23
年
、
同
じ
町
内
だ
け
ど
、
も
う

み
ん
な
引
越
し
て
い
ま
せ
ん
。
長
場

内
（
お
さ
ば
な
い
）
か
ら
長
瀞
に
嫁

い
だ
ん
で
す
よ
。
結
婚
し
た
の
は
若

か
り
し
頃
、
昭
和
44
年
だ
。

ず
っ
と
藤
里
町
だ
け
ど
、
若
い
こ

ろ
、
ち
ょ
っ
と
町
を
出
た
こ
と
が
あ

る
。
高
校
出
て
、
２
年
く
ら
い
就
職

し
て
き
た
。
埼
玉
県
川
口
市
だ
け
ど

も
。
戻
っ
て
き
た
の
は
、
う
ち
の
父

親
が
田
ん
ぼ
増
や
す
か
ら
っ
て
。
あ

の
頃
、増
反
で
あ
っ
た
も
の
。
し
た
っ

て
そ
の
う
ち
に
嫁
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
ほ
ら
、
今
度
ま
た
減
反
始
ま
っ

て
き
た
か
ら
。
ほ
ん
と
に
農
家
の
人

が
た
は
振
り
回
さ
れ
て
る
と
思
う
よ
。

み
そ
加
工
グ
ル
ー
プ
で
働
く

味
噌
に
携
わ
っ
た
の
は
、
平
成
18

年
の
秋
。
家
に
い
た
か
ら
、
こ
こ
で

働
か
な
い
か
ぁ
っ
て
誘
わ
れ
て
、
そ

れ
に
来
た
ん
で
す
。
そ
れ
ま
で
は
父

さ
ん
の
手
伝
い
も
や
り
な
が
ら
、
自

営
っ
て
い
う
か
、
別
の
仕
事
や
っ
て

て
、
今
度
、
舅
、
姑
の
介
護
さ
突
入

し
て
、
田
ん
ぼ
も
や
り
な
が
ら
自
宅

介
護
や
っ
て
た
。

こ
こ
に
来
た
ば
か
り
の
時
は
そ
れ

こ
そ
一
年
生
だ
か
ら
、
ぜ
ん
ぜ
ん
わ

か
ら
な
く
て
憶
え
る
の
に
精
い
っ
ぱ

い
。
仕
事
の
工
程
が
毎
日
違
う
か
ら
。

手
づ
く
り
味
噌
の
工
程

味
噌
づ
く
り
の
工
程
は
、
１
日
目

は
米
を
研
ぐ
の
。
２
日
目
は
麹
を
つ

く
っ
て
寝
か
せ
る
日
。
３
日
目
は
麹

の
手
入
れ
。
４
日
目
は
麹
菌
が
で
き

あ
が
る
か
ら
、
豆
を
煮
て
、
麹
と
合

わ
せ
て
、
塩
混
ぜ
て
、
こ
れ
で
味
噌

の
原
材
料
っ
て
い
う
か
、
仕
込
む
前

の
味
噌
が
で
き
あ
が
る
ん
で
す
。
月

曜
日
か
ら
順
番
に
や
っ
て
、
水
曜
日

に
は
ま
た
米
を
研
ぐ
と
こ
か
ら
始
め

ま
す
。

作
業
す
る
の
は
、
３
月
後
半
か
ら

６
月
と
、
11
月
か
ら
12
月
。
秋
に
頼

み
に
く
る
の
は
、
秋
に
穫
れ
た
米
、

豆
を
持
っ
て
く
る
人
。
春
は
暖
か
く

な
っ
た
か
ら
、
で
き
た
味
噌
を
蔵
と

か
に
運
び
や
す
い
よ
う
に
っ
て
。や
っ

ぱ
り
そ
の
家
庭
に
よ
っ
て
つ
く
る
時

期
が
あ
る
ん
だ
よ
ね
。
冬
寝
か
し
て

お
い
て
夏
に
な
っ
て
沸
い
て
（
発
酵

し
て
）
き
て
、
そ
し
て
１
年
経
っ
て

秋
か
ら
食
べ
る
っ
て
い
う
人
と
か
。

つ
く
る
人
が
持
っ
て
く
る
の
は
、

材
料
の
米
、豆
な
ん
で
す
よ
。私
が
た
、

そ
の
材
料
合
わ
せ
て
混
ぜ
て
や
る
だ

け
の
こ
と
で
す
。
味
は
、
あ
と
は
そ

こ
の
家
庭
さ
い
っ
て
、
置
き
場
所
に

も
よ
る
で
し
ょ
う
し
。
で
も
、
や
っ

ぱ
り
い
っ
ぱ
い
で
仕
込
ん
だ
味
噌
は

違
う
な
。
お
い
し
い
。

先
輩
は
頭
に
ピ
ー
ン
と
入
っ
て
る

産
直
に
売
っ
て
る
の
も
こ
こ
の
味

噌
。
販
売
は
淡
路
恵
子
さ
ん
が
や
っ

て
く
れ
て
る
。
私
が
た
は
作
る
だ
け
。

み
そ
加
工
グ
ル
ー
プ
の
初
め
の
い
き

さ
つ
は
は
っ
き
り
わ
か
ら
ね
ん
だ
け

ど
、
減
塩
味
噌
づ
く
り
か
ら
始
ま
っ

た
み
た
い
で
す
。
淡
路
さ
ん
な
ら
わ

か
る
よ
。
み
そ
加
工
グ
ル
ー
プ
の
代

表
に
な
っ
た
の
は
、前
の
人
が
歳
と
っ

て
辞
め
た
か
ら
。

味
噌
つ
く
る
と
き
気
を
付
け
て
る

の
は
、
機
械
い
じ
る
か
ら
怪
我
し
な

い
よ
う
に
す
る
こ
と
と
、
な
る
べ
く

毎
日
同
じ
よ
う
な
温
度
に
持
っ
て
く

こ
と
。
そ
の
時
の
あ
れ
で
、
冷
え
た

の
や
っ
た
り
熱
い
の
や
っ
た
り
し
な

い
よ
う
に
、
平
均
し
て
同
じ
温
度
に

な
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
ま
ず
先
輩

方
が
そ
う
し
て
る
っ
て
の
を
見
て
憶

え
て
き
て
る
か
ら
。

今
の
人
が
た
は
レ
シ
ピ
見
る
じ
ゃ

な
い
で
す
か
。
私
が
た
も
レ
シ
ピ
だ

か
ら
頭
に
入
っ
て
い
な
く
て
、
す
ぐ

材
料
で
も
何
で
も
見
る
け
ど
も
、
そ

の
上
に
い
た
人
が
た
は
も
う
は
、
頭

の
中
に
ピ
ー
ン
と
入
っ
て
る
か
ら
。

つ
い
て
い
け
な
か
っ
た
よ
、
最
初
。

子
ど
も
の
と
き
の
味
噌

私
が
た
子
ど
も
の
と
き
は
味
噌
つ

く
っ
た
ん
だ
け
ど
、
集
落
で
大
き
な

釜
使
っ
て
豆
煮
た
の
は
子
ど
も
心
に

わ
か
る
ん
で
す
よ
。
集
落
で
一
定
の

と
こ
さ
、
土
で
作
っ
た
よ
う
な
釜
が

あ
っ
て
、
そ
れ
で
集
落
の
人
が
た
が

み
ん
な
で
今
日
は
誰
そ
れ
明
日
は
誰

そ
れ
っ
て
豆
を
煮
て
、
そ
の
豆
を
自

分
の
う
ち
に
持
っ
て
い
っ
て
、
味
噌

玉
を
つ
く
る
の
。
豆
を
煮
る
と
豆
を

潰
し
て
、「
だ
ま
」
っ
て
言
っ
て
乾
燥

さ
せ
る
ん
で
す
よ
。

私
の
お
母
さ
ん
の
味
噌
は
３
年
味

噌
だ
べ
。
味
噌
の
樽
に
入
れ
て
か
ら
、

３
年
も
食
べ
な
い
の
。
３
年
寝
か
せ

て
、
だ
か
ら
３
年
味
噌
。
１
年
だ
と

白
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
、
今
の
人
が

た
は
白
い
味
噌
食
べ
た
い
っ
て
い
う

の
。
１
年
、
２
年
、
３
年
経
て
ば
、

赤
く
な
っ
て
く
。
味
も
変
わ
る
の
。

あ
と
、
置
く
場
所
に
よ
っ
て
も
、
陽

が
入
っ
た
り
す
れ
ば
赤
く
な
る
。

ま
ろ
や
か
な
、
こ
こ
の
味
噌
の
味

最
初
、
こ
こ
で
働
く
前
に
、
こ
こ

で
味
噌
つ
く
っ
て
も
ら
っ
て
い
た
ん

で
す
よ
。よ
そ
で
も
つ
く
っ
て
も
ら
っ

た
け
ど
も
、
し
ょ
っ
ぱ
か
っ
た
り
な

ん
だ
り
し
た
か
ら
、
こ
こ
お
い
し
い

よ
っ
て
喋
ら
れ
て
、
こ
こ
で
つ
く
っ

て
、
あ
ぁ
お
い
し
い
っ
て
。

こ
こ
で
働
い
て
、
醤
油
よ
り
、
味

噌
使
う
よ
う
に
な
っ
た
。
馬
肉
煮
る

の
も
、
味
噌
に
な
っ
て
き
た
り
、
ミ

ズ
炒
め
る
の
も
味
噌
味
に
し
て
み
た

り
。
味
噌
お
い
し
い
っ
て
や
っ
ぱ
り
。

醤
油
よ
り
は
味
噌
入
れ
れ
ば
ま
ろ
や

か
に
な
る
っ
て
い
う
そ
う
い
う
感
じ

だ
よ
な
。
酢
味
噌
和
え
と
か
な
ぁ
。

わ
か
め
と
か
酢
の
物
っ
て
、
醤
油
と

酢
で
和
え
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
、
で

も
そ
れ
を
、
味
噌
と
酢
と
か
。
わ
ら

び
も
味
噌
と
酢
か
け
る
。
今
の
人
、

マ
ヨ
ネ
ー
ズ
と
醤
油
だ
も
ん
な
ぁ
。

つ
く
っ
た
味
噌
食
べ
て
ぇ
っ
て

こ
こ
で
働
き
始
め
て
10
年
な
ら
な

い
け
ど
、
実
際
は
少
な
い
ん
だ
よ
。

春
と
秋
だ
け
だ
か
ら
。
私
最
初
来
た

次
の
年
は
７
月
の
中
頃
ま
で
び
っ
ち

り
あ
っ
た
な
。
２
月
も
や
っ
た
し
。

だ
け
ど
も
今
は
少
な
く
な
っ
て
き
た
。

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
た
は
つ
く
っ
た
や

つ
食
べ
て
ぇ
た
ば
っ
て
っ
て
言
う
け

ど
も
、今
は
つ
く
る
人
が
少
な
く
な
っ

た
の
。
若
い
子
は
あ
ん
ま
り
。

常
連
さ
ん
が
た
は
申
込
書
で
な
く

て
、
電
話
で
注
文
き
た
り
、
材
料
だ

け
持
っ
て
き
た
り
。
も
う
長
年
や
っ

て
れ
ば
、
い
つ
も
の
よ
う
に
つ
く
っ

て
～
っ
て
置
い
て
く
の
。
い
つ
ま
で

続
く
か
な
。
注
文
が
ど
の
程
度
ま
で

あ
る
か
な
い
か
、
お
客
さ
ん
次
第
だ

な
。
元
気
な
う
ち
は
頑
張
り
た
い
な
。

　
　
　
　
　
　
（
聞
き
手
・
藤
原
）

とんじこんじ抄
水遊びの後に、家で食
べる味噌付けお握りが
無性に旨かった。ミク
ロの麹たちがつくる味
噌の優しさと手作りの
温もり。懐かしい舌の
記憶。農村をみるとき、
金のモノサシではなく、
風土と暮らしのモノサ
シでとらえる大切さを
民俗研究家の結城登美
雄さんは説く。大切な
も の は 目 に 見 え な い。
あなたの懐かしい味は
何ですか。（シャケ） 

編集後記
今号はプロの雑誌編集さん
にアドバイスをたっぷり頂きま
した。日々勉強です。（藤原）

か
つ
ら
だ 

し
げ
こ
さ
ん

昭
和
23
年
、
長
場
内
生
ま
れ
。
埼
玉
県

で
工
場
勤
務
を
経
て
、
昭
和
44
年
長
瀞

に
嫁
ぐ
。
平
成
18
年
よ
り
み
そ
加
工
グ

ル
ー
プ
で
働
き
、
現
在
代
表
を
務
め
る
。

♪［アイコ　→　ミヤマイラクサ］［シドケ　→　モミジガサ］［ボンナ　→　ヨブスマソウ］［ミズ　→　ウワバミソウ］と、言うそうです。

作業場では湯気がもうもうと煙る。

聞き書き 第３回

熱々の蒸米に手際良く麹を混ぜ込む。

みそ加工グループ代表

藤
里
の
昔
な
が
ら
の
味
を
支
え
る
。

長瀞 ・ 桂田成子さん


