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枝広げ榎木そびえる熊野宮
芽吹きおもいて寒風に祈る	 加藤厚子

陸
稲（
お
か
ぼ
）、大
麦
、小
麦

　

ふ
つ
う
、
お
米
と
言
え
ば
、
田
ん
ぼ

を
思
い
浮
か
べ
る
け
ど
、
陸
稲
と
い
う

畑
で
と
れ
る
お
米
も
あ
る
の
。

　

小
平
は
大
き
な
川
が
な
く
て
、
田
ん

ぼ
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
畑

で
春
か
ら
秋
に
か
け
て
は
陸
稲
を
、
秋

か
ら
春
は
、
大
麦
と
小
麦
を
作
っ
て
い

た
の
。
だ
か
ら
自
分
の
家
で
食
べ
る
お

米
な
ど
を
、
自
分
の
畑
で
作
る
農
家
が

多
か
っ
た
ね
。

　

陸
稲
は
、
田
ん
ぼ
で
と
れ
る
お
米
に

比
べ
、
粘
り
気
が
少
な
く
、
ぽ
ろ
ぽ
ろ

し
て
い
た
。
し
か
も
、
ふ
だ
ん
は
陸
稲

に
大
麦
を
混
ぜ
て
炊
く
の
で
、
炊
き
た

て
の
温
か
い
う
ち
は
、
ま
だ
い
い
け
れ

ど
、
ご
飯
が
冷
え
て
し
ま
う
と
、
い
っ

そ
う
ぽ
ろ
ぽ
ろ
し
て
、
お
い
し
く
な
か

っ
た
ね
。

　

だ
か
ら
お
弁
当
に
持
っ
て
い
く
と
き

は
、
な
る
べ
く
大
麦
の
少
な
い
と
こ
ろ

を
よ
そ
っ
て
、
持
っ
て
行
っ
た
。
お
米

だ
け
の
ご
飯
が
食
べ
ら
れ
る
の
は
、
お

盆
や
お
正
月
な
ど
、
特
別
な
と
き
だ
け

だ
っ
た
ね
。

　

陸
稲
に
も
、
う
る
ち
米
と
も
ち
米
が

あ
る
の
。
陸
稲
の
も
ち
米
で
つ
い
た
の

は
、
お
餅
な
の
に
、
粘
り
気
が
少
な
く

て
、
あ
ま
り
伸
び
な
い
ん
だ
け
ど
、
そ

れ
で
も
お
い
し
く
感
じ
た
ね
。

　

お
正
月
は
、
お
米
だ
け
で
炊
い
た
ご

飯
や
、
お
餅
を
食
べ
ら
れ
る
か
ら
、
み

ん
な
心
待
ち
に
し
て
い
た
よ
。

　

小
麦
は
、
用
水
沿
い
の
と
こ
ろ
ど
こ

ろ
に
あ
っ
た
水
車
小
屋
に
持
っ
て
い
っ

て
、
粉
に
し
た
の
。
そ
れ
を
家
で
う
ど

ん
に
打
っ
た
の
。

　

う
ど
ん
は
打
つ
の
に
手
間
が
か
か
る

か
ら
、
ふ
だ
ん
は
食
べ
ら
れ
な
い
。
で

も
、
農
作
業
が
一
段
落
し
て
暇
が
で
き

た
と
き
や
、
雨
で
農
作
業
が
で
き
な
い

と
き
な
ん
か
に
、
う
ど
ん
を
打
つ
の
。

そ
れ
が
楽
し
み
だ
っ
た
ね
。

　

小
平
で
は
糧
（
か
て
）
う
ど
ん
を
食

べ
て
い
た
よ
。
糧
と
は
、
冬
は
ほ
う
れ

ん
草
や
大
根
、
夏
は
な
す
を
細
く
切
っ

て
ゆ
で
た
も
の
の
こ
と
な
の
。
そ
の
糧

と
一
緒
に
、
う
ど
ん
を
濃
い
め
の
汁
に

つ
け
て
食
べ
る
の
。
手
打
ち
う
ど
ん

は
、
の
め
っ
こ
く
て
（
つ
る
つ
る
し

て
）、
と
て
も
お
い
し
い
の
よ
。

　

ま
た
、
う
ど
ん
の
よ
う
に
長
く
良
い

こ
と
が
続
き
ま
す
よ
う
に
と
言
っ
て
、

お
祝
い
事
に
う
ど
ん
は
つ
き
も
の
だ
っ

た
ね
。

明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

今
年
は
、
小
平
の
農
作
物
や
そ
の
保
存
方

法
に
つ
い
て
、
ち
ょ
っ
と
昔
の
お
話
を
紹

介
し
ま
す
。

タマおばあさんのお話はいかがでしたか。
では、またお会いしましょう。
協　力　小平民話の会
問合せ　秘書広報課☎042（346）9505

さ
つ
ま
い
も

　

大
正
時
代
の
終
わ
り
ご
ろ
か
ら
、
昭

和
の
初
め
に
か
け
て
、
小
平
で
は
さ
つ

ま
い
も
を
作
っ
て
い
る
農
家
が
多
く

て
、
さ
つ
ま
い
も
の
本
場
と
言
わ
れ
て

い
た
の
。

　

小
平
の
中
で
も
、
地
域
に
よ
っ
て
、

さ
つ
ま
い
も
の
出
荷
の
し
か
た
や
方
法

は
、
い
ろ
い
ろ
だ
っ
た
ね
。

　

回
田
新
田
（
現
回
田
町
）
の
方
の
農

家
で
は
、
さ
つ
ま
い
も
を
洗
っ
て
泥
を

落
と
し
て
か
ら
、
上
物
、
中
物
な
ど
に

分
け
、
か
ご
に
詰
め
て
、
各
集
落
の
集

荷
場
に
持
っ
て
行
っ
た
。
そ
う
す
る
と

ト
ラ
ッ
ク
が
集
め
に
来
て
、
中
野
の
方

の
市
場
に
運
ん
で
い
っ
た
の
。

　

こ
の
さ
つ
ま
い
も
は
焼
き
芋
や
料
理

な
ど
、
い
ろ
い
ろ
と
使
わ
れ
て
い
た
ら

し
い
よ
。

　

小
川
（
現
小
川
町
）
の
方
の
農
家
で

は
、
さ
つ
ま
い
も
の
出
荷
時
期
に
な
る

と
、
朝
早
く
、
さ
つ
ま
い
も
の
問
屋
さ

ん
が
買
い
付
け
に
来
て
い
た
の
。

　

「
今
日
は
い
く
ら
で
」
と
、
日
に
よ

っ
て
問
屋
さ
ん
が
言
う
値
段
が
違
う
か

ら
、
農
家
で
は
さ
つ
ま
い
も
を
値
段
が

高
い
と
き
に
出
し
た
よ
。

　

だ
か
ら
、
さ
つ
ま
い
も
を
出
す
日
に

は
、
朝
か
ら
家
族
総
出
で
、
さ
つ
ま
い

も
の
つ
る
を
切
っ
て
、
大
き
さ
を
そ
ろ

え
て
俵
に
詰
め
る
か
ら
、
大
忙
し
だ
っ

た
ね
。

　

ど
こ
の
家
で
も
、二
十
俵（
ぴ
ょ
う
）

と
か
三
十
俵
を
通
り
（
青
梅
街
道
）
に

面
し
た
家
の
常
口
（
じ
ょ
う
ぐ
ち
）（
入

穴
ぐ
ら

　

昔
、
小
平
あ
た
り
の
農
家
で
は
、
畑

の
隅
っ
こ
や
家
の
敷
地
の
端
に
、
か
な

り
深
い
穴
ぐ
ら
を
掘
っ
て
、
農
作
物
な

ど
を
保
管
し
て
お
い
た
の
。

　

こ
の
あ
た
り
で
は
、
土
を
掘
っ
て
い

く
と
、
初
め
は
黒
土
だ
け
ど
、
し
だ
い

に
関
東
ロ
ー
ム
層
と
呼
ば
れ
る
粘
り
気

の
あ
る
赤
土
が
出
て
く
る
の
。
黒
土
は

崩
れ
や
す
い
の
で
、
か
な
ら
ず
赤
土
が

出
る
ま
で
、
穴
ぐ
ら
を
深
く
掘
っ
た
。

　

入
口
は
畳
半
分
ぐ
ら
い
の
大
き
さ

で
、
縦
穴
を
深
く
掘
っ
て
、
は
し
ご
で

出
入
り
し
た
。
そ
し
て
三
方
に
横
穴
を

掘
り
、
大
人
が
立
っ
て
歩
け
る
高
さ
ま

で
は
な
か
っ
た
け
ど
、
中
は
広
く
大
き

く
作
っ
た
の
。

　

穴
ぐ
ら
は
、
温
度
も
湿
度
も
一
定
に

保
た
れ
て
、
作
物
な
ど
を
保
存
す
る
の

に
、
都
合
が
よ
か
っ
た
。

　

戦
前
ま
で
、
小
平
で
は
春
か
ら
秋
に

か
け
て
、
養
蚕
を
や
っ
て
い
る
農
家
が

多
か
っ
た
の
。
蚕
に
や
る
桑
の
葉
は
毎

日
摘
む
ん
だ
け
ど
、
雨
が
降
り
そ
う
な

と
き
に
は
、
前
も
っ
て
摘
ん
で
、
穴
ぐ

ら
に
入
れ
て
お
い
た
。
蚕
に
ぬ
れ
た
桑

の
葉
を
や
る
と
、
病
気
に
な
っ
て
し
ま

う
か
ら
ね
。

　

秋
に
は
、
桑
の
葉
が
風
に
あ
た
っ
て

し
お
れ
な
い
よ
う
に
、
枝
ご
と
切
っ

て
、
穴
ぐ
ら
に
入
れ
て
お
い
た
。
入
れ

て
お
く
と
、
一
日
ぐ
ら
い
は
桑
の
葉
も

し
ゃ
ん
と
し
て
い
た
よ
。

　

葉
っ
ぱ
と
い
え
ば
、
五
月
ご
ろ
の
茶

摘
み
の
と
き
に
は
、
お
茶
の
葉
も
、
出

荷
す
る
ま
で
、
し
お
れ
な
い
よ
う
に
、

穴
ぐ
ら
に
す
ぐ
に
入
れ
て
お
い
た
ね
。

　

寒
く
な
っ
て
く
る
こ
ろ
に
は
、
冬
に

備
え
て
、
さ
つ
ま
い
も
や
里
芋
、
畑
で

と
れ
た
野
菜
な
ど
も
入
れ
て
、
保
存
で

き
た
の
で
、
穴
ぐ
ら
は
農
家
の
生
活
に

と
て
も
必
要
だ
っ
た
ね
。

　

ま
た
、
穴
ぐ
ら
ほ
ど
大
き
く
は
な
い

け
ど
、
芋
穴
と
か
、
さ
つ
ま
穴
と
い
っ

て
大
人
の
腰
ぐ
ら
い
の
穴
も
作
っ
た

の
。
そ
こ
に
は
ち
ょ
く
ち
ょ
く
使
う
芋

類
や
野
菜
を
入
れ
て
、
わ
ら
を
か
ぶ

せ
、
そ
の
上
に
土
を
か
け
て
お
く
の
。

そ
う
す
る
と
新
鮮
さ
も
保
て
て
、
す
ぐ

に
掘
っ
て
、
使
え
た
の
で
ね
。

　

穴
ぐ
ら
も
芋
穴
も
、
と
て
も
便
利
な

も
の
だ
っ
た
よ
。

口
）
に
出
し
て
お
く
ん
だ
け
ど
、
夕
方

に
な
っ
て
冷
え
て
く
る
と
、
さ
つ
ま
い

も
が
霜
げ
て
し
ま
う
（
寒
さ
で
い
た

む
）
か
ら
、
大
抵
昼
間
に
ト
ラ
ッ
ク
で

集
め
に
来
た
の
。

　

こ
の
さ
つ
ま
い
も
は
、
山
梨
に
あ
る

製
糸
工
場
の
女
工
さ
ん
た
ち
の
お
茶
菓

子
に
す
る
ん
だ
と
、
聞
い
て
い
た
ね
。

　

収
穫
す
る
と
き
に
傷
が
つ
い
た
り
、

小
さ
す
ぎ
た
り
す
る
さ
つ
ま
い
も
は
売

り
物
に
な
ら
な
い
の
。
そ
う
い
う
の

は
、
自
分
の
家
で
食
べ
た
り
、
鶏
や
豚

を
飼
っ
て
い
る
農
家
で
は
え
さ
に
し

た
。

　

た
く
さ
ん
作
っ
て
い
た
け
ど
、
無
駄

に
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
。


