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広
報
う
ち
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は
環
境
に
や
さ
し
い
「
大
豆
イ

ン
キ
」
を
使
用
し
て
い
ま
す
。
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河
内
自
治
会
と
石
畳
自
治
会
の
境
界

に
接
す
る
霜
戸
地
区
。
同
地
区
に
氏
神

様
と
し
て
管
理
さ
れ
て
い
る
天
神
社
が

あ
り
ま
す
。
昭
和
10
年
に
天
神
社
の
社

や
し
ろ

が
壊
れ
か
け
ま
し
た
。
忙
し
い
麦
の
収

穫
時
期
で
し
た
が
、
地
域
の
有
志
た
ち

が
協
力
し
て
昭
和
11
年
に
改
築
し
た
そ

う
で
す
。

　

昭
和
30
年
前
半
、
同
地
区
に
も
道
路

が
開
通
し
、
大
き
な
松
の
木
が
三
輪
ト

ラ
ッ
ク
で
運
び
出
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の

と
き
、
町
の
業
者
の
社
長
が「
天
神
社

の
大
き
な
イ
チ
ョ
ウ
の
木
材
を
売
っ
た

お
金
で
、
屋
根
を
瓦
ぶ
き
に
し
ま
し
ょ

う
」
と
の
商
談
が
ま
と
ま
り
、
瓦
屋
根

と
な
っ
た
そ
う
で
す
。

　

昭
和
38
年
こ
ろ
、
霜
戸
の
下
ま
で
生

活
道
路
が
開
通
し
ま
し
た
。
そ
の
た
め

参
道
は
掘
り
切
ら
れ
、
鳥
居
も
く
ぐ
れ

な
く
な
り
ま
し
た
が
、
葉
た
ば
こ
、
し

い
た
け
の
栽
培
が
盛
ん
に
な
り
、
道
路

沿
い
に
乾
燥
場
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

農
家
に
と
っ
て
、
と
て
も
良
い
時
期
で

し
た
。

　

昭
和
58
年
こ
ろ
、
火
災
に
よ
り
、
近

く
に
あ
っ
た
石
の
鳥
居
が
焼
け
落
ち
、

柱
１
本
に
な
り
ま
し
た
。
残
っ
た
大
き

な
石
の
柱
に
は
明
治
33
年
と
刻
ん
で
あ

り
ま
す
。
そ
の
後
、
地
域
の
有
志
た
ち

に
よ
っ
て
、
木
製
の
鳥
居
が
建
て
ら
れ

現
存
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
天
神
社
は
地
域
の
人
た

ち
に
よ
っ
て
見
守
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

お
祭
り
で
み
ん
な
の
健
康
と
繁
栄
を

願
っ
て
、
こ
れ
か
ら
も
地
域
で
天
神
社

を
大
切
に
し
て
い
き
た
い
と
感
じ
て
い

ま
す
。

　
表
紙
の
写
真

　

五
十
崎
地
区
の
伝
統
工
芸

で
あ
る
手
漉
き
和
紙
の
再
興

と
、
地
域
産
業
の
活
性
化
を

目
指
す
㈱
五
十
崎
社
中（
齋

藤
宏ひ

ろ

之ゆ
き

代
表
取
締
役
）。
和

紙
の
新
た
な
魅
力
を
伝
え
た

い
と
11
月
28
日
、
内
子
座
で

「
和
紙
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
シ
ョ
ー
」

を
開
き
ま
し
た
。

　

着
物
、
ド
レ
ス
、
バ
ッ
グ

や
ネ
ク
タ
イ
な
ど
の
小
物
ま

で
。
紙
と
は
思
え
な
い
ほ
ど

変
化
に
富
ん
だ
華
や
か
な
衣

装
に
、
客
席
か
ら
は
感
嘆
の

声
が
も
れ
て
い
ま
し
た
。

1天神社を前に説明する上岡さん　2明治33年と刻んである残った石
の鳥居（手前）。木造の鳥居（奥）　3天神社の横にそびえ立つ２代目の
イチョウの木　4初代のイチョウの代金でふいた瓦屋根

◉
第
九
話　

霜
戸
の
天
神
社

　

語
り
部  

上
岡　

利と
し
　
こ子
さ
ん (

河
内
５
）

１

２

３

４

▽
年
末
年
始
は
宴
会
が
多
い
時

期
で
す
。
気
を
付
け
た
い
の
が
食

べ
残
し
。
食
料
自
給
率
は
先
進
国

の
中
で
も
最
低
の
４
割
足
ら
ず

な
の
に
、
日
本
人
ほ
ど
食
べ
物
を

粗
末
に
す
る
国
民
は
い
な
い
と

か
。
お
い
し
く
、
お
腹
い
っ
ぱ
い

食
べ
ら
れ
る
幸
せ
に
、
い
つ
も
感

謝
す
る
心
を
忘
れ
ず
に
い
た
い
で

す
。（
光
）
▽
だ
か
ら
と
い
っ
て
、

食
べ
過
ぎ
に
は
気
を
付
け
ま
し
ょ

う
ね
。
わ
た
し
も
今
年
の
目
標
は

「
自
律
」
で
す
。（
み
）


