
－広報うしく－  �0

牛
久 

小
さ
な
旅

　

―
 

蔵
の
街
並
み　

井
ノ
岡
町 ―

広
報
う
し
く
市
民
特
派
員　

齋さ
い
と
う藤　

重
じ
ゅ
う　

　

牛
久
市
街
か
ら
国
道
４
０
８
号
島
田

町
信
号
で
左
に
入
り
、
ほ
ど
な
く
し
て

正
面
に
見
え
る
森
が
井
ノ
岡
町
集
落
で

す
。
浄

じ
ょ
う
み
ょ
う
じ

妙
寺
を
基
点
に
し
て
集
落
を
歩

け
ば
、
美
し
い
土
蔵
が
垣
根
越
し
に
目

に
入
り
ま
す
。
各
民
家
に
土
蔵
が
連

な
っ
て
い
る
景
観
に
は
ほ
ど
よ
い
豊
か

さ
を
感
じ
ま
す
。
蔵
に
つ
い
て
特
質
を

見
る
と
、
夏
は
涼
し
く
冬
は
暖
か
、
風

に
堅
牢
、
火
災
に
も
安
全
、
泥
棒
の
防

御
に
も
万
全
、
誰
も
が
一
途
に
あ
こ
が

れ
、
こ
れ
を
持
ち
た
い
と
一
生
の
願
望

と
努
力
を
し
た
も
の
で
し
た
。

　

「
く
ら
」と
い
う
字
に
は
蔵
・
倉
・
庫

が
当
て
ら
れ
、
そ
れ
ら
は
ほ
と
ん
ど
同

じ
意
味
に
使
わ
れ
ま
し
た
が
、
文
字
が

違
う
よ
う
に
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
少
し
違
い

が
あ
り
ま
す
。
も
と
も
と
大
切
な
も
の

を
隔
て
隠
す
意
味
か
ら
出
た
蔵
の
第
一

の
目
的
は
貯
蔵
・
格
納
で
、
名
前
を
あ

げ
て
み
る
と
醸
造
蔵
、
漆
器
蔵
、
店
蔵
、

繭
蔵
、
高
品
蔵
、
米
蔵
、
味
噌
蔵
、
塀

蔵
、
座
敷
蔵
、
道
具
蔵
、
物
置

蔵
、
酒
蔵
、
藍
蔵
な
ど
が
あ
り
、

井
ノ
岡
町
は
主
に
米
蔵
で
す
。

　

ま
た
倉
は
穀
物
を
納
め
る
所

で
あ
り
、
穀
倉
、
籾
倉
、
神
倉
、

官
倉
、
礼
倉
な
ど
に
使
わ
れ
ま

し
た
。
庫
は
文
字
ど
お
り
車
を

入
れ
て
お
く
建
物
の
意
味
で
、

車
庫
、
文
庫
、
金
庫
、
山
車
庫
、

書
庫
な
ど
で
す
。
こ
の
よ
う
に

日
本
に
は
い
ろ
い
ろ
な
用
途
の

「
く
ら
」
が
あ
り
ま
す
が
、
井
ノ

岡
町
民
家
の
土
蔵
は
主
に
屋
敷

構
成
と
し
て
、
主
役
は
母

屋
で
あ
り「
く
ら
」
は
脇
役

と
し
て
た
た
ず
ん
で
い
ま

す
が
、
ど
れ
も
堂
々
と
し

た
構
え
に
変
わ
り
は
あ
り

ま
せ
ん
。「
く
ら
」
を
見
る

と
、
ど
れ
も
こ
れ
も
、
か

つ
て
は
人
々
の
生
活
に
一

つ
と
し
て
欠
か
す
こ
と
の

で
き
な
い
も
の
ば
か
り
で

し
た
。

　

蔵
を
造
る
左
官
職
人
の
世
界
に「
紙

一
枚
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
土

蔵
の
入
口
や
窓
に
は
、
い
つ
も
開
い
て

い
る
漆し

っ
く
い喰

の
重
厚
な
扉
が
目
に
入
り
ま

す
。
こ
の
ど
っ
し
り
と
し
た
観か

ん
の
ん音

開
き

の
土
戸
は
、
見
せ
る
た
め
ば
か
り
で
な

く
、
大
切
な
財
産
を
守
る
の
が
蔵
の
存

在
価
値
の
一
つ
で
も
あ
り
ま
し
た
。
ひ

と
た
び
火
が
出
た
ら
、
人
々
は
蔵
の
窓

や
扉
を
し
め
て
避
難
を
し
ま
し
た
。
た

と
え
紅ぐ

れ

ん蓮
の
炎
に
包
ま
れ
て
も
、
蔵
の

中
に
火
を
入
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な

い
。
閉
じ
ら
れ
た
扉
に
少
し
で
も
隙
間

が
あ
れ
ば
、
火
は
容
赦
な
く
蔵
の
中
ま

で
侵
入
し
、
全
て
灰か

い
じ
ん塵

と
化
し
て
し
ま

い
ま
す
。
そ
れ
を
防
ぐ
た
め
、
左
官
職

人
の
鏝こ

て

塗
り
の
技
術
が
あ
り
ま
し
た
。

閉
じ
た
扉
と
扉
の
間
に
一
枚
の
紙
を
挟

ん
で
、
そ
の
紙
が
す
べ
り
落
ち
な
い
と

こ
ろ
ま
で
の
精
度
を
求
め
た
の
で
す
。

こ
れ
が
で
き
る
と
一
人
前
の
蔵
造
り
の

仲
間
入
り
が
で
き
ま
し
た
。
土
工
、
石

工
、
大
工
、
葺ふ

き

し師
、
細
工
、
鍛
冶
な
ど

あ
ら
ゆ
る
職
人
が
、
左
官
の
紙
一
枚
と

同
じ
レ
ベ
ル
の
技
を
出
し
あ
っ
て
一
つ

の
蔵
が
完
成
さ
れ
ま
し
た
。
蔵
に
は
日

本
の
伝
統
的
技
術
が
見
事
に
集
約
さ
れ

て
い
る
の
で
す
。
と
思
い
つ
つ
井
ノ
岡

の
蔵
を
再
度
見
渡
す
と
黒
い
瓦
と
白
い

壁
が
冬
の
夕
焼
け
に
照
り
返
し
、
絵
そ

の
も
の
で
す
。
小
道
の
角
に
は「
道ど

う

そ祖

神じ
ん

」
が
あ
り
、
お
米
、
小
銭
が
供
え
ら

れ
て
い
ま
す
。信
仰
の
厚
い
集
落
で
す
。

　

集
落
の
社

や
し
ろ

と
し
て「
井
岡
神
社
」が
あ

り
祭
礼
は
毎
年
12
月
28
日
に
と
り
行
わ

れ
ま
す
。
ま
た
、
地
元
産
物
の
代
表
と

し
て「
河
童
大
根
」が
お
い
し
く
、
生
産

農
家
も
増
え
て
き
ま
し
た
。

黒
い
瓦
屋
根
と
白
い
壁
が
特
徴
の
土
蔵

道祖神は、道端にあって悪霊や疫病な

どを防ぐ神。丸石や男女二体の石像な

どを神体としています。




