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―
長
尾
さ
ん
は
お
い
く
つ
で
す
か

　

大
正
４
年
生
ま
れ
、
今　

歳
で

９４

す
。
生
ま
れ
も
育
ち
も
黒
坂
。
家

が
酒
屋
を
始
め
た
の
は
両
親
の
代

か
ら
で
、
そ
れ
以
前
は 
蚕 
を
飼
っ

か
い
こ

て
い
た
み
た
い
で
す
。
日
野
郡
の

製
糸
業
の
先
駆
者
だ
っ
た
緒
方
家

の
あ
っ
た
黒
坂
は
、
昔
は
養
蚕
が

盛
ん
だ
っ
た
よ
う
で
す
ね
。

　

子
ど
も
時
代
は
、
自
分
で
凧
や

ブ
チ
ゴ
マ
を
作
っ
て
遊
ん
で
い
ま

し
た
。
祖
母
か
ら
は
鵜
の
池
の
伝

説
な
ど
の
昔
話
も
良
く
聞
い
て
い

ま
し
た
ね
。

―
当
時
の
黒
坂
の
様
子
は
ど
う

で
し
た
か

　

今
と
は
全
然
違
っ
て
と
て
も
に

ぎ
や
か
で
し
た
。
芸
者
さ
ん
が
い

た
時
代
も
あ
り
ま
し
た
し
、
料
理

屋
、
呉
服
屋
、
映
画
館
に
豆
腐
屋
、

魚
屋
、
旅
館
な
ど
何
で
も
あ
り
ま

し
た
。

　

黒
坂
の
映
画
館
は
「
日
の
出
館
」

と
い
っ
て
、
映
画
の
ほ
か
、
芝
居

な
ど
も
興
行
し
て
い
ま
し
た
。
私

の
親
が
株
主
だ
っ
た
の
で
、
経
営

に
も
携
わ
っ
て
い
ま
し
た
。

　

当
時
は
、
名
前
の
ほ
か
に
屋
号

で
呼
び
合
っ
て
い
ま
し
た
ね
。
近

江
屋
、
山
口
屋
、
高
野
屋
、
三
吉

屋
な
ど
。
う
ち
は
嶋
屋
で
、
今
で

も
店
の
車
に
描
い
て
あ
り
ま
す
よ
。

―
以
前
は
ど
ん
な
仕
事
を
さ
れ

て
い
ま
し
た
か

　

県
立
工
業
学
校
（
現
米
子
工
業

高
校
）
で
応
用
化
学
を
勉
強
し
、

卒
業
後
は
広
島
県
の
呉
に
あ
っ
た

海
軍
工 
廠 
で
２
年
間
、
飛
行
機
の

し
ょ
う

部
品
の
メ
ッ
キ
の
仕
事
を
し
ま
し

た
。

―
製
鋼
所
で
働
か
れ
て
い
た
と

聞
き
ま
し
た
が

　

大
阪
特
殊
製
鋼
と
い
う
会
社
の

黒
坂
工
場
が
、
今
の
黒
坂
７
区
に

あ
り
、　

代
の
こ
ろ
そ
こ
で
働
い

２０

て
い
ま
し
た
。

　

工
場
で
は
、
角
炉
と
い
う
、
い

わ
ゆ
る
「
た
た
ら
」
の
よ
う
な
仕

組
み
の
炉
で
砂
鉄
か
ら
鉄
を
作
り
、

も
う
一
つ
の
電
気
炉
で
鉄
を
精
製

し
た
も
の
を
黒
坂
駅
か
ら
鉄
道
で

出
荷
し
て
い
ま
し
た
。

　

工
場
は　

時
間
稼
動
、
昼
夜
交

２４

替
勤
務
で
、
私
は
現
場
監
督
の
よ

う
な
仕
事
を
し
て
い
ま
し
た
。

　

当
時
は
戦
争
中
で
、
私
も
招
集

さ
れ
て
内
地
で 
塹
壕 
掘
り
を
し
ま

ざ
ん
ご
う

第
４
回　

黒
坂
の
ま
ち 
あ
れ
や
こ
れ
や

み
ゆ
き

思い出を語る長尾已幸さん

大阪特殊製鋼黒坂分工場の様子を写した貴重な写真。右から二人目が長尾さん
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し
た
。
２
年
後
に
除
隊
し
て
か
ら

は
製
鋼
所
に
戻
り
ま
し
た
。
鉄
の

需
要
が
多
く
、
黒
坂
に
も
う
一
つ

工
場
を
建
て
る
計
画
も
あ
っ
た
ん

で
す
が
、
終
戦
に
よ
っ
て
計
画
も

な
く
な
り
、
工
場
も
閉
鎖
さ
れ
ま

し
た
。

―
戦
後
は
何
を
さ
れ
て
い
ま
し

た
か

　

家
の
酒
屋
の
手
伝
い
を
し
な
が

ら
、
ま
き
を
切
っ
て
問
屋
に
卸
し

た
り
も
し
て
い
ま
し
た
ね
。

　

ま
き
は
オ
ー
ト
三
輪
に
載
せ
て

運
ん
で
い
ま
し
た
が
、
黒
坂
で
は

自
動
車
が
ま
だ
珍
し
か
っ
た
よ
う

で
、
お
医
者
さ
ん
を
乗
せ
て
行
っ

た
り
も
し
ま
し
た
。
昔
は
道
路
が

で
こ
ぼ
こ
で
通
る
の
に
苦
労
し
た

も
の
で
す
。

―
滝
山
公
園
に
店
を
出
さ
れ
て

い
た
と
か

　

そ
う
で
す
。
昔
は
滝
山
へ
の
花

見
客
が
本
当
に
多
く
、
友
達
と
共

同
で
公
園
内
に
小
屋
を
建
て
、
酒

類
や
お
菓
子
、
ま
ん
じ
ゅ
う
な
ど

を
売
っ
て
い
ま
し
た
。
当
時
は
弁

当
を
持
っ
て
く
る
人
も
あ
ま
り
な

か
っ
た
の
で
結
構
売
れ
ま
し
た
よ
。

―
現
在
は
趣
味
な
ど
は
あ
り
ま

す
か

　

呉
に
い
た
こ
ろ
に
仲
間
た
ち
と

し
て
い
た
ビ
リ
ヤ
ー
ド
が
大
好
き

で
、
ち
ょ
う
ど
健
康
福
祉
セ
ン

タ
ー
に
台
が
あ
っ
た
の
で
、
黒
坂

で
も
し
て
い
た
時
期
が
あ
り
ま
し

た
が
、
今
は
俳
句
で
す
ね
。

　

俳
句
や
川
柳
は
、「
わ
し
に
も

で
き
る
の
で
は
な
い
か
」
と
思
い

立
っ
て
、　

歳
を
過
ぎ
て
か
ら
始

９０

め
た
ん
で
す
。
作
品
を
新
聞
に
投

稿
し
て
、
時
々
新
聞
に
載
る
の
が

励
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。

―
黒
坂
の
ま
ち
に
つ
い
て

　

人
が
ど
ん
ど
ん
少
な
く
な
っ
て

寂
し
い
限
り
で
す
が
、
こ
こ
の
人

た
ち
は
お
互
い
が
顔
見
知
り
で
暮

ら
し
や
す
い
。
そ
ん
な
い
い
と
こ

ろ
の
あ
る
ま
ち
だ
と
思
い
ま
す
。

長
尾
さ
ん
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た

「じげじまん」の語り手を募集しています
  

昔の行事や地域のしきたり、
昔話や田植え唄、わらべ唄などを
語っていただける人があれば伺います。
記録は録音して保存します。
詳しくは町図書館（電話７２‐１３００）まで
お問合せください。

昭和３０年代の黒坂橋と黒坂の集落。ボンネット型のバスの姿も

昭和４０年代の黒坂歳末市の様子

滝山公園の出店での長尾さん


