
　古
来
︑
風
光
明
媚
な
名
所
は
﹁
八
景
﹂
と
称
さ
れ
山
水
画
な

ど
に
描
か
れ
て
き
ま
し
た
︒
中
国
の
﹁
瀟
湘
八
景
﹂
を
倣
っ
た

水
戸
八
景
は
皆
さ
ん
に
も
な
じ
み
が
深
い
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
︒

瀟
湘
は
風
光
明
媚
と
い
う
だ
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で
な
く
︑
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つ
て
の
王
朝
の
中

心
地
と
し
て
栄
え
伝
説
や
神
話
に
彩
ら
れ
た
地
で
し
た
︒
瀟
湘

八
景
図
を
画
い
た
宋
迪
も
瀟
湘
の
そ
の
よ
う
な
歴
史
を
踏
ま
え

て
い
た
と
思
わ
れ
︑
山
水
画
の
嚆
矢
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
︒

　水
戸
八
景
は
水
戸
藩
徳
川
斉
昭
が
領
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の
景
勝
地
と
し
て
選

び
︑
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こ
に
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斉
昭
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筆
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の
銘
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碑
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か
れ
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︒
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斉
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し
む
だ
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は
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︑
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に
︑
各
碑
を
徒
歩

で
巡
ら
せ
る
企
図
も
あ
っ
た
と
い
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れ
て
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す
︒
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﹂
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︑
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︑
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︑
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狭
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寺
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常
陸
太
田
市
稲
木
町
︶

や
ま
で
ら
ば
ん
し
ょ
う

太田落雁の碑

「太」の字が「　 」と記されています

「山」の字が「　 」と記されています

　こ
の
地
は
旧
久
昌
寺
の
三
昧
堂
壇
林︵
僧
侶
の
学
校
︶の
あ
っ
た
所
で
︑

天
和
三
年︵
一
六
八
三
︶に
水
戸
第
二
代
藩
主
徳
川
光
圀
が
壇
林
を
開
い

て
か
ら
天
保
一
四
年︵
一
八
四
三)

に
廃
さ
れ
る
ま
で
︑一
六
〇
年
間
に

亘
っ
て
全
国
か
ら
学
僧
が
集
ま
り
そ
の
盛
時
に
は
数
千
人
の
学
僧
が
修

業
に
励
ん
だ
と
云
わ
れ
て
い
ま
す
︒

　当
時
周
囲
の
寺
々
よ
り
打
ち
出
す
鐘
の
音
を
︑松
籟
と
と
も
に
聞
き

﹁
山
寺
の
晩
鐘
幽
壑
に
響
き
﹂と
詩
に
詠
み﹁
山
寺
晩
鐘
﹂と
命
名
し
た
︒

　太
田
落
雁
は
︑常
陸
太
田
市
栄
町
東
側
崖
の
中
腹
︑﹁
観
蔵
井
﹂の
真
上
に

あ
り
︑阿
武
隈
の
連
山
を
背
景
と
す
る
眺
望
が
美
し
い
︒名
称
は
︑か
つ
て
雁

が
刈
田
に
お
り
る
様
子
を
斉
昭︵
烈
公
︶が
詠
み
こ
ん
だ
和
歌
に
ち
な
む
︒

碑
は
高
さ
一
・
七
メ
ー
ト
ル
程
の
花
崗
岩
で
︑中
央
部
の
大
文
字
は
烈
公
の

書
で
︑﹁
太
田
落
雁
﹂の﹁
太
﹂の
文
字
は
中
国
の
難
読
古
典
文
字
が
用
い
ら

れ
て
い
ま
す
︒

山寺晩鐘の碑

さ
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行
く

　
　越
路
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の
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て
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の
面
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ば
し
や
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ふ
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く
つ
く
と
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く
に
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け
て
も
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寺
の
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夜
の
鐘
の

　
　
　音
ぞ
淋
し
き
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昭
撰
）
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昭
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）

3

　天
保
四
年︵
一
八
三
三
︶斉
昭
公
が
水
戸

藩
第
九
代
藩
主
に
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て
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も
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内
を
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勝
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定
し
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模
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︒
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の
呼
び
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は
中
国
の
揚
子
江
中
流
の

洞
庭
湖
の
潚
湖
・
湘
湖
と
い
う
景
色
の
良
い
湖

が
あ
り
︑詩
に
謳
わ
れ
た
八
か
所
の
景
色
を
︑

北
宋
時
代︵
九
七
九
～
一
一
二
七
︶の
文
人
画

家
宋
迪
が
撰
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
︒

　斉
昭
公
は
︑水
戸
藩
内
の
子
弟
に
八
景
巡

り
を
勧
め
︑自
然
観
賞
と
体
力
の
向
上
を
目

的
と
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
︒道
の
り
は
二

十
里︵
約
八
十
キ
ロ
︶あ
り
︑そ
れ
を
一
日
で

巡
っ
た
り
︑数
か
所
を
目
標
に
し
て
踏
破
し
た

よ
う
で
す
︒八
景
の
中
で
︑常
陸
太
田
に
二
か

所
選
ん
だ
理
由
は
︑水
戸
徳
川
家
の
墓
所
が

瑞
龍
山
に
あ
る
こ
と
と
光
圀
公
隠
棲
の
西
山

荘
が
あ
っ
た
た
め
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
︒

水
戸
八
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に
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︵
東
海
村
村
松
︶
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せ
い
ら
ん

3
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つ
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う
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い

せ
ん
こ
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じ

雪
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嘗
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仙
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景

︵
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時
嘗
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の
景
︶
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新
・
太
田
八
景

フ
ォ
ン
ズ
メ
ン
バ
ー
が
選
ぶ

　こ
の
風
景
は
︑フ
ォ
ン
ズ
で
も
何
度
も
取
り
上
げ
て
い

ま
す
︒遠
方
に
出
か
け
て
の
帰
り
道
︑額
田
か
ら
細
い
道

を
過
ぎ
て
視
界
が
広
が
る
と
と
も
に
︑幸
久
大
橋
の
向
こ

う
に
山
並
み
と
大
理
石
の
白
い
崖
の
景
色
が
広
が
っ
て
く

る
と
︑ふ
る
さ
と
に
戻
っ
て
き
た
と
ホ
ッ
と
す
る
︒常
陸
太

田
に
お
住
ま
い
の
ほ
と
ん
ど
の
方
に
と
っ
て
共
通
の
思
い

を
抱
か
せ
る
景
色
で
あ
る
と
思
い
ま
す
︒

　人
そ
れ
ぞ
れ
の
心
の
思
い
を
重
ね
ら
れ
る
︑人
そ
れ

ぞ
れ
の
も
の
が
た
り
を
重
ね
ら
れ
る
︑風
景
に
は
そ
ん

な
力
が
あ
り
ま
す
︒こ
の
幸
久
大
橋
か
ら
の
景
色
は
︑常

陸
太
田
人
の
心
象
風
景
そ
の
も
の
と
い
え
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
︒

　子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
︑太
田
ま
つ
り
は
夏

の
最
大
の
イ
ベ
ン
ト
で
あ
っ
た
の
は
間
違
い
あ

り
ま
せ
ん
︒煌
々
と
ひ
か
る
ラ
イ
ト
︑グ
ラ
ン

ド
い
っ
ぱ
い
に
並
ん
だ
夜
店
︒思
い
っ
き
り﹁
お

し
ゃ
ら
く
﹂を
し
て
グ
ラ
ン
ド
を
ぐ
る
ぐ
る
回

り
な
が
ら
夜
店
を
冷
や
か
し
て
歩
く
楽
し
さ

は
︑夏
特
有
の
も
の
哀
し
さ
を
含
ん
だ
高
揚
感

に
満
ち
て
い
ま
す
︒

　高
所
か
ら
見
下
ろ
し
て﹁
絶
景
か
な
﹂と
言
い
な
が
ら
見
得

を
切
っ
て
︑そ
の
先
が
飛
び
込
み
な
ん
て
！

　成
人
式
の
実
行

委
員
が
こ
の
バン
ジ
ー
を
飛
べ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
と
い
う
も

の
︑以
前
は
手
が
上
が
り
に
く
か
っ
た
実
行
委
員
に
︑進
ん
で
申

し
込
む
新
成
人
が
増
え
た
そ
う
で
す
︒高
い
と
こ
ろ
が
苦
手
な

者
に
と
っ
て
は
︑な
ぜ
に
怖
い
思
い
を
し
な
い
と
な
ら
な
い
の
か

と
思
い
ま
す
︒絶
景
に
向
か
っ
て
飛
び
降
り
よ
う
と
す
る
人
は
︑

そ
れ
ぞ
れ
の
き
っ
か
け
を
胸
に
抱
い
て
ト
ラ
イ
す
る
こ
と
が
多

い
と
聞
き
ま
す
︒何
か
の
大
き
な
踏
ん
切
り
を
つ
け
る
と
き

に
︑そ
う
い
え
ば﹁
清
水
の
舞
台
か
ら
飛
び
降
り
る
﹂と
言
い
ま

す
ね
︒で
も
本
当
に
そ
ん
な
未
来
の
景
色
を
目
に
す
る
こ
と
の

で
き
る
時
代
が
や
っ
て
く
る
と
は
︑古
の
人
は
思
い
も
及
ば
な

か
っ
た
と
思
い
ま
す
︒現
代
の
絶
景
の
極
み
で
す
︒

　鯨
个
丘
は
︑周
辺
に
真
弓
千
石
と
呼
ば
れ
た
水
田
が

広
が
る
中
に
ぽ
っ
こ
り
と
高
台
が
つ
ら
な
る
地
形
で
︑

そ
の
様
子
は
ま
る
で
大
海
を
悠
然
と
泳
ぐ
鯨
の
背
中

の
よ
う
だ
と
︑現
在
の
名
前
が
名
付
け
ら
れ
た
と
伝
え

ら
れ
て
い
ま
す
︒高
台
か
ら
の
眺
望
や
多
く
の
坂
道
が

あ
る
風
景
は
︑趣
あ
る
町
並
み
と
あ
い
ま
っ
て
カ
メ
ラ

マ
ン
や
絵
を
描
く
人
た
ち
の
興
味
を
引
き
つ
け
て
い
る

よ
う
で
す
︒鯨
个
丘
の
古
い
町
並
み
を
も
っ
と
も
感
じ

る
こ
と
が
で
き
る
塩
横
丁
十
字
路
︒十
王
坂
降
り
口
に

は
︑郷
土
資
料
館
分
館
か
つ
て
は
明
治
期
か
ら
太
田
共

同
銀
行︵
常
陽
銀
行
の
前
身
の
ひ
と
つ
︶と
し
て
使
わ

れ
て
い
た
蔵
造
り
の
建
物
が
あ
り
︑そ
の
奥
に
は
西
山

公
園
と
久
昌
寺
が
見
え
る
魅
力
的
な
場
所
で
す
︒市

内
在
住
の
画
家
・
沼
田
久
雪
さ
ん
は
絵
に
な
る
ア
ン
グ

ル
で
も
あ
る
し
︑歴
史
的
な
風
景
を
感
じ
る
場
所
と
し

て
こ
の
絵
を
震
災
前
に
描
か
れ
ま
し
た
︒常
陸
太
田
市

の
文
化
遺
産
と
し
て
残
し
て
お
き
た
い
風
景
で
す
︒

　お
祭
り
の
多
く
は
︑神
社
仏
閣
の

祭
礼
の
そ
の
い
わ
れ
が
結
び
つ
い
て
い

ま
す
が﹁
太
田
ま
つ
り
﹂は
市
民
の
一

体
感
醸
成
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
た﹁
市

民
祭
り
﹂つ
ま
り
︑高
度
成
長
期
に
企

画
さ
れ
︑地
域
住
民
の
楽
し
み
に
と

ど
ま
ら
ず
︑そ
の
地
域
の
よ
さ
を
ア

ピ
ー
ル
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
イ
ベン

ト
と
し
て
の
祭
り
で
す
︒神
社
仏
閣
に

起
源
を
も
つ
祭
り
程
歴
史
は
古
く
は

あ
り
ま
せ
ん
が
︑そ
れ
で
も
長
年
親

し
ま
れ
て
き
た
夏
の
風
物
詩
は
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
ら
心
に
穴
が
開
い
た

よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
大
事
な
祭
り

に
育
っ
て
き
ま
し
た
︒心
の
風
景
は
︑

思
い
出
と
と
も
に
作
ら
れ
て
い
き
ま

す
︒子
ど
も
た
ち
の
思
い
出
と
と
も
に

あ
る
太
田
ま
つ
り
︑他
の
事
業
の
関
係

上
︑こ
の
二
年
間
は
グ
ラ
ン
ド
が
使
え

ず
櫓
も
奥
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
立
っ
て
︑

な
ん
と
な
く
太
田
ま
つ
り
っ
ぽ
く
な

い
な
ぁ
と
感
じ
た
方
も
多
い
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
︒こ
と
し
こ
そ
グ
ラ

ン
ド
い
っ
ぱ
い
に
広
が
る
ラ
イ
ト
と
︑

グ
ラ
ン
ド
の
芝
生
に
寝
っ
転
が
っ
て
見

上
げ
る
花
火
を
楽
し
み
た
い
で
す

ね
︒子
ど
も
た
ち
の
思
い
出
が
重
な
っ

て
い
く
こ
と
で
︑太
田
の
心
の
風
景
も

そ
の
深
み
を
増
す
の
で
す
︒

　﹁
こ
こ
ま
で
に
な
る
と
は
思
っ
て
な

か
っ
た
︒や
っ
て
よ
か
っ
た
︒﹂と
笑
う
の

は
源
氏
川
の
彼
岸
花
を
保
存
す
る
会
の

会
長
︑星
野
良
孝
さ
ん
︒九
月
下
旬
に

な
る
と
新
宿
町
の
源
氏
川
堤
防
に
数
万

本
も
の
彼
岸
花
が
咲
き
︑そ
の
様
子
は

ま
る
で
赤
い
絨
毯
の
よ
う
︒毎
年
九
月

に
は
鑑
賞
会
を
行
い
︑昨
年
も
市
内
外

か
ら
多
く
の
方
が
真
っ
赤
に
染
ま
っ
た

堤
防
を
眺
め
に
訪
れ
ま
し
た
︒

　会
の
発
足
は
二
〇
一
八
年
で
す
が
︑

星
野
さ
ん
が
活
動
を
始
め
た
の
は
二
〇

〇
七
年
ご
ろ
︒定
年
に
な
り
︑自
宅
前
の

堤
防
を
綺
麗
に
し
た
い
と
一
人
で
始
め

た
活
動
で
し
た
︒最
初
は
菊
を
植
え
て

み
ま
し
た
が
管
理
が
大
変
だ
っ
た
た
め

元
々
自
生
し
て
い
た
彼
岸
花
に
変
更
︒

彼
岸
花
は
球
根
で
分
球
す
る
た
め
広

げ
や
す
く
次
第
に
堤
防
に
も
広
が
っ
て

い
き
ま
し
た
︒地
域
の
方
達
も
星
野
さ

ん
の
活
動
に
参
加
し
て
く
れ
る
よ
う
に

な
り
︑現
在
は
二
十
四
名
の
メ
ン
バ
ー
で

活
動
し
て
い
ま
す
︒

　通
常
︑堤
防
は
国
土
交
通
省
の
管
轄

で
草
刈
り
を
行
い
ま
す
が
︑彼
岸
花
の

保
護
の
た
め
新
宿
町
の
範
囲
は
会
の
メ

ン
バ
ー
で
草
刈
り
を
年
に
数
回
行
っ
て
い

ま
す
︒彼
岸
花
の
咲
く
タ
イ
ミ
ン
グ
は
年

に
よ
っ
て
も
違
う
た
め
咲
い
た
ら
教
え

て
ほ
し
い
︑と
お
願
い
さ
れ
る
方
も
い
る

そ
う
で
す
︒﹁
毎
年
彼
岸
花
の
写
真
を
く

だ
さ
る
方
な
ど
︑こ
の
活
動
が
な
け
れ

ば
会
え
な
か
っ
た
人
達
と
の
交
流
や
ふ

れ
合
い
が
あ
っ
て
︑新
た
な
人
生
の
ス

タ
ー
ト
を
切
っ
た
よ
う
で
す
︒﹂と
星
野

さ
ん
︒こ
れ
か
ら
も
赤
い
花
が
新
し
い
常

陸
太
田
の
秋
を
彩
っ
て
い
っ
て
く
れ
る
こ

と
で
し
ょ
う
︒

遥
に
望
む
高
鈴
真
弓
の
稜

～
幸
久
大
橋
︵
下
河
合
町
︶

太
田
新
成
人
青
龍
に
飛
ぶ

～
バ
ン
ジ
ー
ジ
ャ
ン
プ
︵
天
下
野
町
︶

春
爛
漫
桜
色
霞
の
夕
べ

～
十
王
坂
郷
土
資
料
館
分
館
︵
西
二
町
︶

月
光
玲
瓏
光
源
の
輪

～
太
田
ま
つ
り
︵
新
宿
町
︶

夜
雨
更
に
あ
そ
ぶ
源
氏
川
の
ほ
と
り

～
源
氏
川
の
彼
岸
花
︵
新
宿
町
︶

令和２年新成人バンジージャンプより
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が
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は
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が
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の
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と
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と
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ま
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の
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の
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に
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共
通
の
思
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色
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と
思
い
ま
す
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れ
の
心
の
思
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を
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れ
る
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れ
の
も
の
が
た
り
を
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る
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景
に
は
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ん

な
力
が
あ
り
ま
す
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幸
久
大
橋
か
ら
の
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象
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も
の
と
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の
で
は
な
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で
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か
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ど
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た
ち
に
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つ
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の
最
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の
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ト
で
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た
の
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間
違
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ま
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と
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に
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だ
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が
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を
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し
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楽
し
さ
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特
有
の
も
の
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し
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を
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だ
高
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感

に
満
ち
て
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ま
す
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所
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見
下
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絶
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な
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言
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な
が
ら
見
得

を
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て
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の
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が
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の
実
行

委
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が
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よ
う
に
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と
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の
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前
は
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に
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が
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と
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な
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に
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の
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に
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と
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は
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の
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︒
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多
く
は
︑神
社
仏
閣
の

祭
礼
の
そ
の
い
わ
れ
が
結
び
つ
い
て
い

ま
す
が﹁
太
田
ま
つ
り
﹂は
市
民
の
一

体
感
醸
成
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
た﹁
市

民
祭
り
﹂つ
ま
り
︑高
度
成
長
期
に
企

画
さ
れ
︑地
域
住
民
の
楽
し
み
に
と

ど
ま
ら
ず
︑そ
の
地
域
の
よ
さ
を
ア

ピ
ー
ル
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
イ
ベン

ト
と
し
て
の
祭
り
で
す
︒神
社
仏
閣
に

起
源
を
も
つ
祭
り
程
歴
史
は
古
く
は

あ
り
ま
せ
ん
が
︑そ
れ
で
も
長
年
親

し
ま
れ
て
き
た
夏
の
風
物
詩
は
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
ら
心
に
穴
が
開
い
た

よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
大
事
な
祭
り

に
育
っ
て
き
ま
し
た
︒心
の
風
景
は
︑

思
い
出
と
と
も
に
作
ら
れ
て
い
き
ま

す
︒子
ど
も
た
ち
の
思
い
出
と
と
も
に

あ
る
太
田
ま
つ
り
︑他
の
事
業
の
関
係

上
︑こ
の
二
年
間
は
グ
ラ
ン
ド
が
使
え

ず
櫓
も
奥
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
立
っ
て
︑

な
ん
と
な
く
太
田
ま
つ
り
っ
ぽ
く
な

い
な
ぁ
と
感
じ
た
方
も
多
い
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
︒こ
と
し
こ
そ
グ
ラ

ン
ド
い
っ
ぱ
い
に
広
が
る
ラ
イ
ト
と
︑

グ
ラ
ン
ド
の
芝
生
に
寝
っ
転
が
っ
て
見

上
げ
る
花
火
を
楽
し
み
た
い
で
す

ね
︒子
ど
も
た
ち
の
思
い
出
が
重
な
っ

て
い
く
こ
と
で
︑太
田
の
心
の
風
景
も

そ
の
深
み
を
増
す
の
で
す
︒

　﹁
こ
こ
ま
で
に
な
る
と
は
思
っ
て
な

か
っ
た
︒や
っ
て
よ
か
っ
た
︒﹂と
笑
う
の

は
源
氏
川
の
彼
岸
花
を
保
存
す
る
会
の

会
長
︑星
野
良
孝
さ
ん
︒九
月
下
旬
に

な
る
と
新
宿
町
の
源
氏
川
堤
防
に
数
万

本
も
の
彼
岸
花
が
咲
き
︑そ
の
様
子
は

ま
る
で
赤
い
絨
毯
の
よ
う
︒毎
年
九
月

に
は
鑑
賞
会
を
行
い
︑昨
年
も
市
内
外

か
ら
多
く
の
方
が
真
っ
赤
に
染
ま
っ
た

堤
防
を
眺
め
に
訪
れ
ま
し
た
︒

　会
の
発
足
は
二
〇
一
八
年
で
す
が
︑

星
野
さ
ん
が
活
動
を
始
め
た
の
は
二
〇

〇
七
年
ご
ろ
︒定
年
に
な
り
︑自
宅
前
の

堤
防
を
綺
麗
に
し
た
い
と
一
人
で
始
め

た
活
動
で
し
た
︒最
初
は
菊
を
植
え
て

み
ま
し
た
が
管
理
が
大
変
だ
っ
た
た
め

元
々
自
生
し
て
い
た
彼
岸
花
に
変
更
︒

彼
岸
花
は
球
根
で
分
球
す
る
た
め
広

げ
や
す
く
次
第
に
堤
防
に
も
広
が
っ
て

い
き
ま
し
た
︒地
域
の
方
達
も
星
野
さ

ん
の
活
動
に
参
加
し
て
く
れ
る
よ
う
に

な
り
︑現
在
は
二
十
四
名
の
メ
ン
バ
ー
で

活
動
し
て
い
ま
す
︒

　通
常
︑堤
防
は
国
土
交
通
省
の
管
轄

で
草
刈
り
を
行
い
ま
す
が
︑彼
岸
花
の

保
護
の
た
め
新
宿
町
の
範
囲
は
会
の
メ

ン
バ
ー
で
草
刈
り
を
年
に
数
回
行
っ
て
い

ま
す
︒彼
岸
花
の
咲
く
タ
イ
ミ
ン
グ
は
年

に
よ
っ
て
も
違
う
た
め
咲
い
た
ら
教
え

て
ほ
し
い
︑と
お
願
い
さ
れ
る
方
も
い
る

そ
う
で
す
︒﹁
毎
年
彼
岸
花
の
写
真
を
く

だ
さ
る
方
な
ど
︑こ
の
活
動
が
な
け
れ

ば
会
え
な
か
っ
た
人
達
と
の
交
流
や
ふ

れ
合
い
が
あ
っ
て
︑新
た
な
人
生
の
ス

タ
ー
ト
を
切
っ
た
よ
う
で
す
︒﹂と
星
野

さ
ん
︒こ
れ
か
ら
も
赤
い
花
が
新
し
い
常

陸
太
田
の
秋
を
彩
っ
て
い
っ
て
く
れ
る
こ

と
で
し
ょ
う
︒

遥
に
望
む
高
鈴
真
弓
の
稜

～
幸
久
大
橋
︵
下
河
合
町
︶

太
田
新
成
人
青
龍
に
飛
ぶ

～
バ
ン
ジ
ー
ジ
ャ
ン
プ
︵
天
下
野
町
︶

春
爛
漫
桜
色
霞
の
夕
べ

～
十
王
坂
郷
土
資
料
館
分
館
︵
西
二
町
︶

月
光
玲
瓏
光
源
の
輪

～
太
田
ま
つ
り
︵
新
宿
町
︶

夜
雨
更
に
あ
そ
ぶ
源
氏
川
の
ほ
と
り

～
源
氏
川
の
彼
岸
花
︵
新
宿
町
︶

令和２年新成人バンジージャンプより

絵：沼田久雪さん

写真：平澤一彦さん

写真：大畠敬一さん

萩
谷 

浩
司
︑塩
原 

慶
子
︑原
田 

靜
雄
︑ 

         

鴨
志
田 

弘
子
︑安
嶋 

隆
︑武
藤 

卓
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　岡
見
湿
原
は
福
島
県
と
接
す
る
里
川
町

の
標
高
七
百
二
十
メ
ー
ト
ル
の
山
地
に
あ
り

ま
す
︒湿
原
を
中
心
と
す
る
付
近
一
帯
は
落

葉
樹
林
や
ス
ギ
植
林
が
広
が
り
︑林
の
間
を

流
れ
る
小
川
や
湿
原
な
ど
変
化
に
富
ん
だ

自
然
環
境
を
保
っ
て
い
ま
す
︒

　春
の
湿
原
や
川
沿
い
に
は
カ
タ
ク
リ
︑ニ

リ
ン
ソ
ウ
︑バ
イ
ケ
イ
ソ
ウ
︑ハ
ル
ト
ラ
ノ
オ
︑

ス
ミ
レ
類
な
ど
︑こ
の
季
節
だ
け
に
見
ら
れ

る
植
物︵
春
咲
き
植
物
︶が
群
生
し
て
花
を

咲
か
せ
ま
す
︒夏
は
ミ
ズ
ナ
ラ
︑リ
ョ
ウ
ブ
︑

カ
エ
デ
類
な
ど
の
落
葉
樹
林
の
緑
が
美
し

く
︑森
林
浴
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま

す
︒秋
に
は
イ
タ
ヤ
カ
エ
デ
︑ハ
ウ
チ
ワ

カ
エ
デ
︑ヒ
ト
ツ
バ
カ
エ
デ
な
ど
の
カ
エ

デ
類
︑イ
ヌ
ブ
ナ
︑ブ
ナ
︑ミ
ズ
ナ
ラ
な

ど
か
ら
な
る
落
葉
樹
林
の
紅
葉
が
絶

好
の
撮
影
ス
ポ
ッ
ト
で
す
︒さ
ら
に
冬
の

雪
景
色
の
中
の
散
策
は
自
然
の
厳
し

さ
を
実
感
で
き
ま
す
︒こ
の
よ
う
に
岡

見
湿
原
は
自
然
の
恵
み
を
肌
で
感
じ

取
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
で
す
︒

　近
く
の
三
鈷
室
山︵
標
高
八
百
七
十

メ
ー
ト
ル
︶は
市
内
で
最
も
高
い
山
で
︑

　浅
川
上
流
︑西
金
砂
山
の
ふ
も
と
に
位
置

す
る
赤
土
町
︒緑
豊
か
な
山
並
み
に
囲
ま
れ

た
そ
の
土
地
に
は
そ
ば
畑
が
広
が
り
︑九
月

に
な
る
と
白
い
花
が
咲
き
斜
面
全
体
が
真
っ

白
に
お
お
わ
れ
ま
す
︒﹁
常
陸
秋
そ
ば
﹂発
祥

の
地
で
見
ら
れ
る
こ
の
風
景
は
ど
の
よ
う
に

守
ら
れ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
︒

　平
成
二
十
年
か
ら
活
動
す
る﹁
常
陸

秋
そ
ば
の
郷
ま
も
り
た
い
﹂は
赤
土
町

会
の
方
々
が
中
心
と
な
っ
て
結
成
さ
れ

ま
し
た
︒赤
土
町
で
栽
培
さ
れ
て
い
る
常

陸
秋
そ
ば
は
主
に
種
と
す
る
た
め
の
種

そ
ば
が
中
心
で
す
︒そ
ば
は
他
の
品
種
と

交
雑
し
て
し
ま
う
作
物
の
た
め
︑種
そ
ば

が
虫
の
受
粉
に
よ
り
他
の
品
種
と
交
雑

し
な
い
よ
う
に
赤
土
町
の
中
で
注
意
を

払
い
な
が
ら
栽
培
さ
れ
て
い
る
の
で
す
︒

　活
動
と
し
て
は
種
ま
き
や
栽
培
管

理
︑刈
り
取
り
な
ど
会
員
の
皆
さ
ん
で

行
う
こ
と
も
あ
れ
ば
︑地
域
の
方
や
学

生
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
の
力
を
借
り
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
︒会
員
の
名
田
部
治

さ
ん
は
︑﹁
安
定
栽
培
の
た
め
に
︑土
壌

改
良
や
堆
肥
の
投
入
︑緑
肥
作
物
の
栽

培
な
ど
適
正
な
肥
培
管
理
を
し
て
高
品

質
の
常
陸
秋
そ
ば
を
栽
培
し
て
い
き
た

い
︒﹂と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
︒白
く

可
憐
な
そ
ば
の
花
の
咲
く
景
色
を
守

り
︑次
の
世
代
へ
と
継
ぐ
人
達
が
こ
の
地

域
で
活
動
を
続
け
て
い
ま
す
︒

　手
つ
か
ず
の
自
然
で
は
な
く
︑人
の
手

あ
っ
て
こ
そ
の
自
然
の
美
で
す
︒

帆
布
の
白
色
水
鏡
に
映
ず
～
総
合
福
祉
会
館 ︵
稲
木
町
︶ 

表 

紙

太
田
新
成
人
青
龍
に
飛
ぶ
～
バン
ジ
ー
ジ
ャ
ン
プ ︵
天
下
野
町
︶ 

月
光
玲
瓏
光
源
の
輪
～
太
田
ま
つ
り ︵
新
宿
町
︶

山
合
古
老
玄
蕎
麦
を
積
む
～
金
砂
郷
秋
そ
ば ︵
赤
土
町
︶ 

遥
に
望
む
高
鈴
真
弓
の
稜
～
幸
久
大
橋 ︵
下
河
合
町
︶ 

春
爛
漫
桜
色
霞
の
夕
べ
～
十
王
坂
郷
土
資
料
館
分
館 ︵
西
二
町
︶ 

夜
雨
更
に
あ
そ
ぶ
源
氏
川
の
ほ
と
り
～
源
氏
川
の
彼
岸
花 ︵
新
宿
町
︶ 

湿
原
を
守
る
岡
見
の
景
～
岡
見
湿
原 ︵
里
川
町
︶ 

山
合
古
老
玄
蕎
麦
を
積
む

～
金
砂
郷
秋
そ
ば
︵
赤
土
町
︶

湿
原
を
守
る
岡
見
の
景

～
岡
見
湿
原
︵
里
川
町
︶

フ
ォ
ン
ズ
メ
ン
バ
ー
が
選
ぶ  

新
・
太
田
八
景

頂
上
か
ら
北
は
安
達
太
良
連

峰
︑南
は
筑
波
山
な
ど
が
一

望
で
き
ま
す
︒三
百
六
十
度

の
展
望
は
素
晴
ら
し
く
︑時

に
は
富
士
山
も
見
る
こ
と
が

で
き
ま
す
︒

　こ
の
よ
う
に
変
化
に
富
ん

だ
岡
見
湿
原
を
含
む
周
辺
の

自
然
は
次
世
代
に
残
し
た
い

自
然
遺
産
の
ひ
と
つ
で
す
︒

﹃
ペ
ー
テ
ル
と
ペ
ト
ラ
﹄

武
藤 

道
代 

︵
春
友
町
︶

﹃
ツ
マ
キ
チ
ョ
ウ

       

～
春
の
お
姫
様
～
﹄

佐
々
木 

泰
弘

ひといき

ほっと

　天
神
ば
や
し
の
起
源
は
古
く
今
か
ら
約
八

百
年
前
に
遡
り
ま
す
︒室
町
末
期
か
ら
安
土

桃
山
時
代
に
常
陸
の
国
を
支
配
し
て
い
た
佐

竹
氏
の
時
代
に
城
下
で
農
兵
を
集
め
る
際
や

出
陣
の
時
に
打
ち
鳴
ら
さ
れ
た
太
鼓
が
起
源

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
︒戦
乱
が
収
ま
っ
た
江
戸

時
代
以
降
は
︑天
神
林
村
の
小
字
ご
と
に
演

奏
し
農
民
の
娯
楽
と
な
り
︑村
の
鎮
守
で
あ

る
稲
村
神
社
の
春
祭
り
に
余
興
と
し
て
披
露

さ
れ
て
い
ま
し
た
︒

　昭
和
五
十
二
年
に
文
化
遺
産
と
し
て
継
承

保
存
し
て
ゆ
く
た
め
に
︑﹁
天
神
ば
や
し
保

存
会
﹂
が
発
足
し
ま
し
た
︒
主
な
活
動
は
︑

老
人
ホ
ー
ム
や
介
護
施
設
等
の
慰
問
︑
佐
竹

小
学
校
児
童
や
子
供
天
神
ば
や
し
の
指
導
︑

天
神
ば
や
し
保
存
会

文化の泉

黒
羽 

文
男

﹇
取
材
﹈

様
々
な
イ
ベン
ト
に
参
加
し
て
の
天
神
ば

や
し
の
紹
介
で
す
︒

　清
水
会
長
は﹁
太
鼓
は
見
る
の
も
演

奏
す
る
の
も
楽
し
い
も
の
で
す
が
︑力
一

杯
叩
く
と
き
に
感
じ
る
爽
快
感
は
何
に

も
代
え
難
い
も
の
が
あ
り
ま
す
︒常
に
自

ら
が
楽
し
く
演
奏
し
︑聴
い
た
方
に
感
動

し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
と
い
う
気
持
ち

で
叩
い
て
い
ま
す
︒﹂と
笑
顔
で
語
っ
て
く

れ
ま
し
た
︒

人員構成／20名　活動日／毎月第1・第3土曜日

活動場所／天神林集落センター

活動費・年会費／5,000円

連絡先／会長：清水尚  0294-72-2031　

常陸太田市教育委員会文化課  0294-72-3201

※お詫び

第87号「日本盆栽協会」の紹介で、記事と異なる写真を掲載し、関係

者各位にご迷惑をおかけいたしましたことをお詫びいたします。

※お知らせ

「常陸太田の地名話」「Do!スポーツ」「ちょっとひといき」は、

都合によりお休みいたします。次回をお楽しみにお待ちください。

1357

2468
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　私
が
こ
の
本
に
出
会
っ
た
の
は
︑
小
学
校

の
低
学
年
の
時
で
す
︒
読
書
の
時
間
が
あ
ま

り
好
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
︑
図
書

室
に
あ
っ
た
こ
の
本
の
挿
絵
の
か
わ
い
ら
し

さ
に
惹
か
れ
て
手
に
取
り
ま
し
た
︒

　﹁わ
た
し
た
ち
︑
こ
の
学
校
に
入
れ
て
も
ら

え
ま
す
か
？
﹂
小
学
校
の
一
年
生
の
あ
る
ク

ラ
ス
に
小
人
の
兄
妹
ペ
ー
テ
ル
と
ペ
ト
ラ
が

訪
ね
て
き
ま
し
た
︒
お
話
の
始
ま
り
は
︑
そ

ん
な
不
思
議
な
こ
と
で
し
た
︒
こ
の
本
を
見

つ
け
て
か
ら
は
︑
読
書
の
時
間
が
楽
し
み
に

な
り
︑
図
書
室
に
行
く
た
び
に
何
度
も
読
み

返
し
た
の
を
思
い
出
し
ま
す
︒
突
然
現
れ
た

小
人
の
兄
妹
に
︑
最
初
は
戸
惑
っ
て
い
た
先

生
や
子
ど
も
達
も
︑
二
人
の
頑
張
る
姿
に
心

を
動
か
さ
れ
て
い
き
ま
す
︒
教
室
に
は
小
さ

な
机
と
イ
ス
が
用
意
さ
れ
ま
し
た
︒
楽
し
そ

う
な
ク
ラ
ス
の
様
子
に
ワ
ク
ワ
ク
し
ま
し
た
︒

一
番
の
仲
良
し
に
な
っ
た
グ
ン
ナ
ル
く
ん
が

公
園
の
片
隅
に
ひ
っ
そ
り
と
あ
る
二
人
の
家

を
見
つ
け
︑
訪
ね
る
場
面
や
誰
も
い
な
い
夜

春
に
な
り
︑
暖
か
く
な
る
と
様
々
な
昆

虫
が
動
き
出
し
ま
す
︒
そ
の
中
で
春
に
だ

け
し
か
姿
を
見
せ
な
い
種
類
が
い
ま
す
︒

チ
ョ
ウ
の
仲
間
で
は
︑
ミ
ヤ
マ
セ
セ
リ
︑

コ
ツ
バ
メ
︑
ツ
マ
キ
チ
ョ
ウ
な
ど
が
知
ら

れ
て
お
り
市
内
で
も
見
る
こ
と
が
で
き
ま

す
︒
こ
れ
ら
の
チ
ョ
ウ
に
出
会
う
と
春
が

来
た
な
と
一
年
の
始
ま
り
を
感
じ
ま
す
︒

そ
の
中
で
も
ツ
マ
キ
チ
ョ
ウ
は
︑
華
奢

な
可
憐
な
チ
ョ
ウ
で
春
の
お
姫
様
と
い
い

た
く
な
る
よ
う
な
チ
ョ
ウ
で
す
︒
翅
の

先
が
黄
色
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
ツ

マ
キ
と
名
前
が
付
い
て
い
ま
す
が
︑
黄

色
い
色
が
つ
い
て
い
る
の
は
オ
ス
だ
け

で
す
︒
翅
の
裏
側
も
複
雑
な
コ
ケ
模
様

に
な
っ
て
い
ま
す
︒
た
だ
し
︑
飛
ん
で

い
る
と
き
に
は
白
く
し
か
見
え
ず
︑
他

の
シ
ロ
チ
ョ
ウ
の
仲
間
で
も
あ
る
モ
ン

シ
ロ
チ
ョ
ウ
や
ス
ジ
グ
ロ
シ
ロ
チ
ョ
ウ

と
見
分
け
る
の
が
少
し
難
し
い
で
す
︒

ツ
マ
キ
チ
ョ
ウ
は
羽
ば
た
き
が
早
く
︑

直
線
的
に
飛
ぶ
の
で
慣
れ
れ
ば
見
分
け

が
つ
く
で
し
ょ
う
︒
タ
ン
ポ
ポ
や
ナ
ズ

ナ
に
も
よ
く
吸
蜜
に
き
ま
す
の
で
︑

そ
っ
と
そ
の
す
て
き
な
姿
を
の

ぞ
い
て
み
て
く
だ
さ
い
︒

の
ス
ケ
ー
ト
場
で
二
人
が
華
麗
に
滑
っ
て

い
る
姿
は
と
て
も
美
し
い
光
景
で
︑
私
が

一
番
好
き
な
場
面
で
す
︒
冬
休
み
が
終
わ

る
と
二
人
は
突
然
い
な
く
な
っ
て
し
ま
う

の
で
す
が
︑そ
の
後
に
手
紙
が
届
き
ま
す
︒

最
後
は
少
し
切
な
く
な
り
ま
す
が
︑
先
生

の
優
し
さ
や
子
ど
も
達
の
純
粋
な
気
持
ち

が
伝
わ
っ
て
き
て
︑
と
て
も
温
か
く
澄
ん

だ
気
持
ち
に
な
り
ま
す
︒

　娘
が
小
学
生
の
頃
に
読
ん
で
あ
げ
た
と

こ
ろ
︑
娘
に
と
っ
て
も
大
の
お
気
に
入
り

に
な
り
ま
し
た
︒
娘
も
今
は
思
春
期
真
っ

只
中
︒
感
情
的
に
な
り
ぶ
つ
か
る
こ
と
も

多
々
あ
り
ま
す
︒
そ
ん
な
時
に
こ
の
本
を

開
く
と
︑
日
々
の
忙
し
い
生
活
の
中
で
忘

れ
が
ち
な
思
い
や
り
の
心
な
ど
を
思
い
出

す
こ
と
が
で
き
ま
す
︒
読
ん
で
い
て
優
し

い
気
持
ち
に
な
れ
る
本
で
す
︒

2

4
1

3

7

8

6
5
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　岡
見
湿
原
は
福
島
県
と
接
す
る
里
川
町

の
標
高
七
百
二
十
メ
ー
ト
ル
の
山
地
に
あ
り

ま
す
︒湿
原
を
中
心
と
す
る
付
近
一
帯
は
落

葉
樹
林
や
ス
ギ
植
林
が
広
が
り
︑林
の
間
を

流
れ
る
小
川
や
湿
原
な
ど
変
化
に
富
ん
だ

自
然
環
境
を
保
っ
て
い
ま
す
︒

　春
の
湿
原
や
川
沿
い
に
は
カ
タ
ク
リ
︑ニ

リ
ン
ソ
ウ
︑バ
イ
ケ
イ
ソ
ウ
︑ハ
ル
ト
ラ
ノ
オ
︑

ス
ミ
レ
類
な
ど
︑こ
の
季
節
だ
け
に
見
ら
れ

る
植
物︵
春
咲
き
植
物
︶が
群
生
し
て
花
を

咲
か
せ
ま
す
︒夏
は
ミ
ズ
ナ
ラ
︑リ
ョ
ウ
ブ
︑

カ
エ
デ
類
な
ど
の
落
葉
樹
林
の
緑
が
美
し

く
︑森
林
浴
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま

す
︒秋
に
は
イ
タ
ヤ
カ
エ
デ
︑ハ
ウ
チ
ワ

カ
エ
デ
︑ヒ
ト
ツ
バ
カ
エ
デ
な
ど
の
カ
エ

デ
類
︑イ
ヌ
ブ
ナ
︑ブ
ナ
︑ミ
ズ
ナ
ラ
な

ど
か
ら
な
る
落
葉
樹
林
の
紅
葉
が
絶

好
の
撮
影
ス
ポ
ッ
ト
で
す
︒さ
ら
に
冬
の

雪
景
色
の
中
の
散
策
は
自
然
の
厳
し

さ
を
実
感
で
き
ま
す
︒こ
の
よ
う
に
岡

見
湿
原
は
自
然
の
恵
み
を
肌
で
感
じ

取
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
で
す
︒

　近
く
の
三
鈷
室
山︵
標
高
八
百
七
十

メ
ー
ト
ル
︶は
市
内
で
最
も
高
い
山
で
︑

　浅
川
上
流
︑西
金
砂
山
の
ふ
も
と
に
位
置

す
る
赤
土
町
︒緑
豊
か
な
山
並
み
に
囲
ま
れ

た
そ
の
土
地
に
は
そ
ば
畑
が
広
が
り
︑九
月

に
な
る
と
白
い
花
が
咲
き
斜
面
全
体
が
真
っ

白
に
お
お
わ
れ
ま
す
︒﹁
常
陸
秋
そ
ば
﹂発
祥

の
地
で
見
ら
れ
る
こ
の
風
景
は
ど
の
よ
う
に

守
ら
れ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
︒

　平
成
二
十
年
か
ら
活
動
す
る﹁
常
陸

秋
そ
ば
の
郷
ま
も
り
た
い
﹂は
赤
土
町

会
の
方
々
が
中
心
と
な
っ
て
結
成
さ
れ

ま
し
た
︒赤
土
町
で
栽
培
さ
れ
て
い
る
常

陸
秋
そ
ば
は
主
に
種
と
す
る
た
め
の
種

そ
ば
が
中
心
で
す
︒そ
ば
は
他
の
品
種
と

交
雑
し
て
し
ま
う
作
物
の
た
め
︑種
そ
ば

が
虫
の
受
粉
に
よ
り
他
の
品
種
と
交
雑

し
な
い
よ
う
に
赤
土
町
の
中
で
注
意
を

払
い
な
が
ら
栽
培
さ
れ
て
い
る
の
で
す
︒

　活
動
と
し
て
は
種
ま
き
や
栽
培
管

理
︑刈
り
取
り
な
ど
会
員
の
皆
さ
ん
で

行
う
こ
と
も
あ
れ
ば
︑地
域
の
方
や
学

生
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
の
力
を
借
り
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
︒会
員
の
名
田
部
治

さ
ん
は
︑﹁
安
定
栽
培
の
た
め
に
︑土
壌

改
良
や
堆
肥
の
投
入
︑緑
肥
作
物
の
栽

培
な
ど
適
正
な
肥
培
管
理
を
し
て
高
品

質
の
常
陸
秋
そ
ば
を
栽
培
し
て
い
き
た

い
︒﹂と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
︒白
く

可
憐
な
そ
ば
の
花
の
咲
く
景
色
を
守

り
︑次
の
世
代
へ
と
継
ぐ
人
達
が
こ
の
地

域
で
活
動
を
続
け
て
い
ま
す
︒

　手
つ
か
ず
の
自
然
で
は
な
く
︑人
の
手

あ
っ
て
こ
そ
の
自
然
の
美
で
す
︒

帆
布
の
白
色
水
鏡
に
映
ず
～
総
合
福
祉
会
館 ︵
稲
木
町
︶ 

表 

紙

太
田
新
成
人
青
龍
に
飛
ぶ
～
バン
ジ
ー
ジ
ャ
ン
プ ︵
天
下
野
町
︶ 

月
光
玲
瓏
光
源
の
輪
～
太
田
ま
つ
り ︵
新
宿
町
︶

山
合
古
老
玄
蕎
麦
を
積
む
～
金
砂
郷
秋
そ
ば ︵
赤
土
町
︶ 

遥
に
望
む
高
鈴
真
弓
の
稜
～
幸
久
大
橋 ︵
下
河
合
町
︶ 

春
爛
漫
桜
色
霞
の
夕
べ
～
十
王
坂
郷
土
資
料
館
分
館 ︵
西
二
町
︶ 

夜
雨
更
に
あ
そ
ぶ
源
氏
川
の
ほ
と
り
～
源
氏
川
の
彼
岸
花 ︵
新
宿
町
︶ 

湿
原
を
守
る
岡
見
の
景
～
岡
見
湿
原 ︵
里
川
町
︶ 

山
合
古
老
玄
蕎
麦
を
積
む

～
金
砂
郷
秋
そ
ば
︵
赤
土
町
︶

湿
原
を
守
る
岡
見
の
景

～
岡
見
湿
原
︵
里
川
町
︶

フ
ォ
ン
ズ
メ
ン
バ
ー
が
選
ぶ  

新
・
太
田
八
景

頂
上
か
ら
北
は
安
達
太
良
連

峰
︑南
は
筑
波
山
な
ど
が
一

望
で
き
ま
す
︒三
百
六
十
度

の
展
望
は
素
晴
ら
し
く
︑時

に
は
富
士
山
も
見
る
こ
と
が

で
き
ま
す
︒

　こ
の
よ
う
に
変
化
に
富
ん

だ
岡
見
湿
原
を
含
む
周
辺
の

自
然
は
次
世
代
に
残
し
た
い

自
然
遺
産
の
ひ
と
つ
で
す
︒

﹃
ペ
ー
テ
ル
と
ペ
ト
ラ
﹄

武
藤 

道
代 

︵
春
友
町
︶

﹃
ツ
マ
キ
チ
ョ
ウ

       
～
春
の
お
姫
様
～
﹄

佐
々
木 
泰
弘

ひといき

ほっと

　天
神
ば
や
し
の
起
源
は
古
く
今
か
ら
約
八

百
年
前
に
遡
り
ま
す
︒室
町
末
期
か
ら
安
土

桃
山
時
代
に
常
陸
の
国
を
支
配
し
て
い
た
佐

竹
氏
の
時
代
に
城
下
で
農
兵
を
集
め
る
際
や

出
陣
の
時
に
打
ち
鳴
ら
さ
れ
た
太
鼓
が
起
源

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
︒戦
乱
が
収
ま
っ
た
江
戸

時
代
以
降
は
︑天
神
林
村
の
小
字
ご
と
に
演

奏
し
農
民
の
娯
楽
と
な
り
︑村
の
鎮
守
で
あ

る
稲
村
神
社
の
春
祭
り
に
余
興
と
し
て
披
露

さ
れ
て
い
ま
し
た
︒

　昭
和
五
十
二
年
に
文
化
遺
産
と
し
て
継
承

保
存
し
て
ゆ
く
た
め
に
︑﹁
天
神
ば
や
し
保

存
会
﹂
が
発
足
し
ま
し
た
︒
主
な
活
動
は
︑

老
人
ホ
ー
ム
や
介
護
施
設
等
の
慰
問
︑
佐
竹

小
学
校
児
童
や
子
供
天
神
ば
や
し
の
指
導
︑

天
神
ば
や
し
保
存
会

文化の泉

黒
羽 

文
男

﹇
取
材
﹈

様
々
な
イ
ベン
ト
に
参
加
し
て
の
天
神
ば

や
し
の
紹
介
で
す
︒

　清
水
会
長
は﹁
太
鼓
は
見
る
の
も
演

奏
す
る
の
も
楽
し
い
も
の
で
す
が
︑力
一

杯
叩
く
と
き
に
感
じ
る
爽
快
感
は
何
に

も
代
え
難
い
も
の
が
あ
り
ま
す
︒常
に
自

ら
が
楽
し
く
演
奏
し
︑聴
い
た
方
に
感
動

し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
と
い
う
気
持
ち

で
叩
い
て
い
ま
す
︒﹂と
笑
顔
で
語
っ
て
く

れ
ま
し
た
︒

人員構成／20名　活動日／毎月第1・第3土曜日

活動場所／天神林集落センター

活動費・年会費／5,000円

連絡先／会長：清水尚  0294-72-2031　

常陸太田市教育委員会文化課  0294-72-3201

※お詫び

第87号「日本盆栽協会」の紹介で、記事と異なる写真を掲載し、関係

者各位にご迷惑をおかけいたしましたことをお詫びいたします。

※お知らせ

「常陸太田の地名話」「Do!スポーツ」「ちょっとひといき」は、

都合によりお休みいたします。次回をお楽しみにお待ちください。
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　私
が
こ
の
本
に
出
会
っ
た
の
は
︑
小
学
校

の
低
学
年
の
時
で
す
︒
読
書
の
時
間
が
あ
ま

り
好
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
︑
図
書

室
に
あ
っ
た
こ
の
本
の
挿
絵
の
か
わ
い
ら
し

さ
に
惹
か
れ
て
手
に
取
り
ま
し
た
︒

　﹁わ
た
し
た
ち
︑
こ
の
学
校
に
入
れ
て
も
ら

え
ま
す
か
？
﹂
小
学
校
の
一
年
生
の
あ
る
ク

ラ
ス
に
小
人
の
兄
妹
ペ
ー
テ
ル
と
ペ
ト
ラ
が

訪
ね
て
き
ま
し
た
︒
お
話
の
始
ま
り
は
︑
そ

ん
な
不
思
議
な
こ
と
で
し
た
︒
こ
の
本
を
見

つ
け
て
か
ら
は
︑
読
書
の
時
間
が
楽
し
み
に

な
り
︑
図
書
室
に
行
く
た
び
に
何
度
も
読
み

返
し
た
の
を
思
い
出
し
ま
す
︒
突
然
現
れ
た

小
人
の
兄
妹
に
︑
最
初
は
戸
惑
っ
て
い
た
先

生
や
子
ど
も
達
も
︑
二
人
の
頑
張
る
姿
に
心

を
動
か
さ
れ
て
い
き
ま
す
︒
教
室
に
は
小
さ

な
机
と
イ
ス
が
用
意
さ
れ
ま
し
た
︒
楽
し
そ

う
な
ク
ラ
ス
の
様
子
に
ワ
ク
ワ
ク
し
ま
し
た
︒

一
番
の
仲
良
し
に
な
っ
た
グ
ン
ナ
ル
く
ん
が

公
園
の
片
隅
に
ひ
っ
そ
り
と
あ
る
二
人
の
家

を
見
つ
け
︑
訪
ね
る
場
面
や
誰
も
い
な
い
夜

春
に
な
り
︑
暖
か
く
な
る
と
様
々
な
昆

虫
が
動
き
出
し
ま
す
︒
そ
の
中
で
春
に
だ

け
し
か
姿
を
見
せ
な
い
種
類
が
い
ま
す
︒

チ
ョ
ウ
の
仲
間
で
は
︑
ミ
ヤ
マ
セ
セ
リ
︑

コ
ツ
バ
メ
︑
ツ
マ
キ
チ
ョ
ウ
な
ど
が
知
ら

れ
て
お
り
市
内
で
も
見
る
こ
と
が
で
き
ま

す
︒
こ
れ
ら
の
チ
ョ
ウ
に
出
会
う
と
春
が

来
た
な
と
一
年
の
始
ま
り
を
感
じ
ま
す
︒

そ
の
中
で
も
ツ
マ
キ
チ
ョ
ウ
は
︑
華
奢

な
可
憐
な
チ
ョ
ウ
で
春
の
お
姫
様
と
い
い

た
く
な
る
よ
う
な
チ
ョ
ウ
で
す
︒
翅
の

先
が
黄
色
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
ツ

マ
キ
と
名
前
が
付
い
て
い
ま
す
が
︑
黄

色
い
色
が
つ
い
て
い
る
の
は
オ
ス
だ
け

で
す
︒
翅
の
裏
側
も
複
雑
な
コ
ケ
模
様

に
な
っ
て
い
ま
す
︒
た
だ
し
︑
飛
ん
で

い
る
と
き
に
は
白
く
し
か
見
え
ず
︑
他

の
シ
ロ
チ
ョ
ウ
の
仲
間
で
も
あ
る
モ
ン

シ
ロ
チ
ョ
ウ
や
ス
ジ
グ
ロ
シ
ロ
チ
ョ
ウ

と
見
分
け
る
の
が
少
し
難
し
い
で
す
︒

ツ
マ
キ
チ
ョ
ウ
は
羽
ば
た
き
が
早
く
︑

直
線
的
に
飛
ぶ
の
で
慣
れ
れ
ば
見
分
け

が
つ
く
で
し
ょ
う
︒
タ
ン
ポ
ポ
や
ナ
ズ

ナ
に
も
よ
く
吸
蜜
に
き
ま
す
の
で
︑

そ
っ
と
そ
の
す
て
き
な
姿
を
の

ぞ
い
て
み
て
く
だ
さ
い
︒

の
ス
ケ
ー
ト
場
で
二
人
が
華
麗
に
滑
っ
て

い
る
姿
は
と
て
も
美
し
い
光
景
で
︑
私
が

一
番
好
き
な
場
面
で
す
︒
冬
休
み
が
終
わ

る
と
二
人
は
突
然
い
な
く
な
っ
て
し
ま
う

の
で
す
が
︑そ
の
後
に
手
紙
が
届
き
ま
す
︒

最
後
は
少
し
切
な
く
な
り
ま
す
が
︑
先
生

の
優
し
さ
や
子
ど
も
達
の
純
粋
な
気
持
ち

が
伝
わ
っ
て
き
て
︑
と
て
も
温
か
く
澄
ん

だ
気
持
ち
に
な
り
ま
す
︒

　娘
が
小
学
生
の
頃
に
読
ん
で
あ
げ
た
と

こ
ろ
︑
娘
に
と
っ
て
も
大
の
お
気
に
入
り

に
な
り
ま
し
た
︒
娘
も
今
は
思
春
期
真
っ

只
中
︒
感
情
的
に
な
り
ぶ
つ
か
る
こ
と
も

多
々
あ
り
ま
す
︒
そ
ん
な
時
に
こ
の
本
を

開
く
と
︑
日
々
の
忙
し
い
生
活
の
中
で
忘

れ
が
ち
な
思
い
や
り
の
心
な
ど
を
思
い
出

す
こ
と
が
で
き
ま
す
︒
読
ん
で
い
て
優
し

い
気
持
ち
に
な
れ
る
本
で
す
︒

2

4
1

3

7

8

6
5

常陸太田市
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枕
石
寺
の
西
天
上
人

新
太
田
点
描
23

　

作
家
倉
田
百
三
の
代
表
作
の
一
つ
に
挙
げ
ら
れ
る

「
出
家
と
そ
の
弟
子
」
は
枕
石
寺
が
モ
デ
ル
舞
台
で
あ

る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

枕
石
寺
は
建
暦
二
年
（
一
二
一
二
）
当
時
の
大
門
村

に
創
建
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
内
田
村
に
移
り
、
さ
ら
に

河
合
村
へ
と
場
所
替
え
を
し
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

こ
の
間
、
歴
代
住
職
の
不
断
の
努
力
に
よ
っ
て
親
鸞

聖
人
二
十
四
輩
寺
院
の
一
つ
と
し
て
数
多
の
真
宗
信
者

の
心
の
拠
り
所
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で

き
る
。

そ
の
住
職
の
一
人
に
二
十
二
世
西
天
上
人
が
い
る
。

上
人
は
鹿
島
郡
鳥
巣
の
無
量
寿
寺
か
ら
枕
石
寺
に
入
り
、

教
義
の
布
教
ば
か
り
で
な
く
様
々
な
活
動
を
し
て
い
る
。

例
え
ば
、
青
蓮
寺
で
長
年
病
気
療
養
を
し
て
い
た
豊

後
國
（
大
分
県
）
臼
杵
村
の
初
衛
門
と
そ
の
娘
つ
ゆ
と

と
き
と
も
関
わ
り
を
持
ち
、
父
・
娘
三
人
が
臼
杵
村
へ

の
帰
郷
に
際
し
て
は
、
周
囲
の
人
た
ち
か
ら
の
餞
別
を

取
り
纏
め
た
り
送
別
の
歌
を
送
る
な
ど
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
西
天
上
人
は
雅
号
を
「
枕
石
」「
江
山
」

と
称
し
近
在
近
郷
に
知
ら
れ
た
能
書
家
で
あ
っ
た
と
い

う
が
、
遺
墨
は
殆
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
。
こ
れ
は
元
々

揮
毫
し
た
も
の
が
少
な
か
っ
た
の
か
、
或
い
は
時
代
の

変
遷
と
と
も
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
定

か
で
は
な
い
。

つ
い
最
近
に
な
っ
て
「
枕
石
」
落
款
の
あ
る
一
幅
の

書
軸
を
見
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
下
に
掲
げ
て
置
く
。

ま
た
つ
い
で
な
が
ら
枕
石
寺
に
関
す
る
出
版
物
を

二
点
ほ
ど
紹
介
し
て
お
こ
う
。

一
、
木
版
一
枚
刷
（
仮
題
）
枕
石
図
と
詠
歌

こ
の
刷
り
物
に
は
枕
石
寺
の
寺
宝
の
枕
石
が
描
か

れ
、
紙
中
に
は
親
鸞
聖
人
の
苦
行
に
思
い
を
寄
せ
た

人
々
の
歌
・
詩
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。
紹
介
し
よ
う
。

　
　
　
　
　

高
祖
（
親
鸞
聖
人
）

わ
ひ
し
さ
ハ
石
を
枕
に
か
り
ね
し
て

　
　
　

あ
く
る
を
ま
つ
は
久
し
か
り
け
る

き
く
度
に
袖
と
さ
し
ほ
れ
我
た
え
の

　
　
　

石
を
枕
に
つ
も
る
白
雪	

従
如
上
人

雪
を
し
と
ね
石
を
枕
の
古
し
へ
を

　
　
　

聞
な
は
た
め
の
弥
陀
の
本
願　
　

岩
船
尊
老

傅
え
こ
し
枕
の
石
の
こ
と
わ
り
や

　
　
　

世
々
に
か
か
く
る
法
の
託
言　
　

西
山
源
公

聞
道
厳
冬
夜
褥
雪
臥
門
前
枕
石
今
猶
在
何
耐
就
安
眠

釈
恵
雲

草
鞋
侵
白
雪
片
石
枕
寒
風
高
□
霊
山
道
□
然
満
日
東

朝
鮮
国
南
秋
月

一
、『
親
鸞
聖
人
枕
石
寺
傅
絵
鈔
（
上
・
下
）』
二
巻

（ひたちなか市　大山富彌氏所蔵）

こ
れ
は
親
鸞	

聖
人
六
百
年
忌

の
万
延
二
年

（
一
八
六
一
）

に
「
水
戸
大
門

山
蔵
版
」
と
し

て
出
版
さ
れ
た

も
の
で
あ
り
、

聖
人
と
枕
石
寺

の
関
わ
り
を
具つ

ぶ
さ

に
物
語
っ
て
い

る
。何

れ
に
し

て
も
枕
石
寺
を

語
る
上
で
は
大

い
に
参
考
に
な

る
も
の
で
あ
ろ

う
。（吉

成
英
文
）


