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地
名
は
︑
そ
の
土
地
固
有
の
風
格
を
も
っ
て
い
る
︒
地
名
の
中
に
は
︑

由
来
の
よ
く
わ
か
ら
な
い
も
の
も
あ
る
が
︑
多
く
の
地
名
の
呼
び
名
に
は

何
ら
か
の
意
味
が
あ
り
︑
そ
の
土
地
の
む
か
し
や
そ
こ
に
住
む
人
々
の
生

き
ざ
ま
を
語
る
こ
と
ば
が
潜
ん
で
い
る
︒
地
名
は
後
世
に
伝
承
す
べ
き
す

ば
ら
し
い
文
化
遺
産
で
あ
り“
ロ
マ
ン
”を
秘
め
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
︒

　
私
が
︑
地
名
に
興
味
を
も
っ
た
の
は
中
学
生
の
頃
︒
休
み
時
間
な
ど
に

地
図
帳
で
地
名
探
し
を
よ
く
や
っ
て
い
た
︒
そ
の
時
︑﹁
長
万
部
﹂︑﹁
札
幌
﹂︑

﹁
馬
籠
﹂︑﹁
馬
頭
﹂
な
ど
に
興
味
を
も
っ
た
︒
そ
し
て
︑大
学
の
授
業
で
﹁
水

戸
の
地
名
由
来
﹂
と
い
う
講
義
を
受
講
し
て
か
ら
︑
本
格
的
に
地
名
に
興

味
を
も
っ
た
︒﹁
大
工
町
﹂︑﹁
鉄
砲
町
﹂︑﹁
鳥
見
町
﹂
な
ど
の
町
名
由
来

に
引
き
込
ま
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
︒

　
私
が
自
ら
地
名
の
由
来
を
調
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
︑
教
員
生
活
退

職
後
で
あ
る
︒
常
陸
太
田
市
社
会
教
育
指
導
員
と
し
て
︑
生
涯
学
習
セ
ン

タ
ー
の
活
動
や
地
域
の
諸
活
動
に
か
か
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
き
っ
か
け

で
あ
る
︒
そ
の
時
か
ら
生
涯
学
習
情
報
誌“
フ
ォ
ン
ズ
”の
﹁
常
陸
太
田
の

地
名
話
﹂
の
寄
稿
を
担
当
す
る
よ
う
に
な
り
現
在
に
至
っ
て
い
る
︒

　
現
在
は
︑
親
子
自
然
探
索
サ
ー
ク
ル
活
動
や
ま
ち
か
ど
案
内
人
と
し
て

史
跡
め
ぐ
り
の
受
講
生
た
ち
に
︑
そ
の
地
域
の
特
徴
あ
る
地
名
の
由
来
を

話
す
よ
う
に
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
各
地
の
公
民
館
や
町
内
会
な
ど
の
団
体

が
主
催
す
る
研
修
会
な
ど
で
も
﹁
○
○
の
地
名
話
あ
れ
こ
れ
﹂
と
題
し
て

そ
の
地
域
に
か
か
わ
る
地
名
を
取
り
上
げ
て
︑
地
名
か
ら
そ
の
地
域
の
歴

史
や
人
々
の
あ
ゆ
み
が
わ
か
る
よ
う
に
︑
わ
か
り
や
す
く
話
す
機
会
を
設

け
て
い
る
︒

　
こ
れ
か
ら
も
地
域
に
残
る
貴
重
な
地
名
を
大
切
に
守
り
︑
後
世
に
伝
え

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
︒

山田川にかかる永久橋(以前は百目木橋といった)

川
松 

博 

地
名
と
の
出
会
い

お
し
ゃ
ま
ん
べ

さ
っ
ぽ
ろ

だ
い
く
ま
ち

て
っ
ぽ
う
ち
ょ
う

と
り
み
ち
ょ
う

ま
か
ご

ば
と
う
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【掲載号】 【発行日】【地名】

2009.2/10
       7/10

2010.4/10
       9/25

       12/10
2011.7/10
       12/10
2012.1/25

       9/25
2013.2/12

       7/10
       9/25

2014.2/10
       4/10
       7/10
       9/25

12/10
2015.2/10

7/27
9/10

2016.1/12
4/13
7/11

10/11
2017.1/10

4/13
10/10

2018.4/12
10/10

2019.4/11
10/10

2020.9/25
2021.4/12

9/24
2022.5/25

10/25
2023.10/25

2024.4/25

猿ケ橋
落合
瑞龍
天下野
三才
幸久
竜黒磯
堅磐
世矢
笠石
佐竹・久米
機初
山田
佐都・里野宮
賀美
千寿
金井
百目木
太田
金砂郷
水府
里美
土木内・御所車
玉造
西宮
中染・東染・西染
和見
磯部
島
花房
徳田
和田
亀作
常福地
茶屋場
団子売
万畑
能楽

掲載した地名リスト

＜参考文献＞

『常陸太田市史 通史編』

『日立市史』

『佐竹読本余録集』高橋茂 著

﹃
御
所
車
﹄
上
土
木
内
町

ご
し
ょ
ぐ
る
ま

　
建
武
二
年︵
一
三
三
五
︶︑み
か
の
原
合
戦
に

勝
利
し
た
北
畠
顕
家
軍
が
義
良
親
王
を
奉
じ

て
鎌
倉
に
向
か
う
途
中
︑義
良
親
王
が
乗
っ
た

御
所
車
が
︑小
川
に
土
橋
が
か
か
っ
て
い
る
土

木
内
地
内
の
悪
路
に
動
き
が
と
れ
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
︒そ
こ
で
︑村
人
た
ち
が
協
力
し

て
無
事
に
通
過
さ
せ
た
こ
と
に
由
来
す
る
地

名
と
い
わ
れ
て
い
る
︒

　
御
所
車
と
は
︑む
か
し
の
貴
人
が
使
用
し

た
乗
り
も
の
︒ま
た
︑御
所
車
は
後
生
車
の
こ

と
で
︑風
車
を
作
っ
て
死
者
に
冥
福
を
祈
っ
た

村
の
風
習
か
ら
生
ま
れ
た
地
名
と
も
い
わ
れ

て
い
る
︒

※

み
か
の
原
合
戦
が
実
際
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
︑学
者

の
間
に
も
諸
説
が
あ
る
︒

　
二
〇
〇
九
年
二
月
発
行
の
四
十
四
号
か
ら
︑
不
定
期
連
載
の
﹁
常
陸
太
田
の
地
名
話
﹂
で
す
が
︑
コ
ラ
ム
を
ご
担
当
い
た
だ
い
て
い
る

川
松
博
さ
ん
に
特
集
号
を
組
む
に
あ
た
り
い
ろ
い
ろ
と
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
︒
慣
れ
親
し
ん
で
使
っ
て
い
る
地
名
の
歴
史
や
い
わ
れ

な
ど
興
味
深
い
お
話
が
盛
り
だ
く
さ
ん
で
す
︒
こ
こ
で
は
︑
フ
ォ
ン
ズ
に
掲
載
し
た
地
名
の
さ
ら
に
詳
し
い
い
わ
れ
を
ご
紹
介
し
ま
す
︒

現在の御所車付近

﹃
団
子
売
﹄
真
弓
町

だ
ん
ご
う
り

　
真
弓
山
中
に
は
団
子
売
と
い
う
た
い
へ
ん

興
味
深
い
地
名
が
残
っ
て
い
る
︒こ
こ
を
通
る

道
路
は
︑河
原
子
︑大
久
保
︑金
沢
方
面
か
ら

真
弓
山
の
大
理
石
採
掘
場
付
近
を
通
り
︑太

田
方
面
へ
と
続
く
生
活
道
路
で
︑別
名﹁
塩
の

道
﹂と
も
呼
ば
れ
て
い
る
︒か
つ
て
は
多
く
の

人
た
ち
が
利
用
し
て
い
た
︒

　
真
弓
神
社
は
漁
民
を
守
る
神
社
と
し
て
崇

め
ら
れ
︑久
慈
浜
や
河
原
子
方
面
か
ら
の
多

く
の
参
拝
者
が
い
た
︒こ
の
道
は
大
久
保
︑金

沢
か
ら
出
合
い
坂
~
堀
切︵
火
防
線
︶~
真
弓

~
太
田
へ
と
続
く
道
で
︑堀
切
を
過
ぎ
る
と

茶
屋
が
あ
っ
た
︒こ
の
茶
屋
で
は
︑旅
人
や
参

拝
者
の
た
め
に
団
子
を
売
っ
て
い
た
と
い
う
︒

そ
こ
か
ら
︑こ
の
地
名
が
生
ま
れ
た
と
い
わ
れ

て
い
る
︒

＜参考文献＞

『金砂郷村史』

『環境省巨樹データベース』

『万畑の千年カシ説明板』 赤土町会

﹃
万
畑
﹄
赤
土
町

ま
ん
ば
た

万畑の千年カシ

　
西
金
砂
そ
ば
の
郷﹁
そ
ば
工
房
﹂か
ら
赤
土
川
沿
い

に
︑西
金
砂
神
社
に
至
る
道
路
を
北
上
す
る
と
三
叉
路

と
な
る
︒こ
の
手
前
を
左
上
方
に
進
む
と
樹
林
内
に﹁
万

畑
の
千
年
カ
シ
﹂が
あ
る
︒樹
種
は
ウ
ラ
ジ
ロ
ガ
シ
で
︑目

通
り
幹
囲
七
・
五
メ
ー
ト
ル
︑推
定
樹
齢
八
〇
〇
年
と
い

う
い
か
に
も
古
そ
う
な
巨
木
で
あ
る
︒八
〇
〇
年
と
い

う
と
鎌
倉
時
代…

︒こ
の
長
い
間
を
ひ
っ
そ
り
と
過
ご
し

て
き
た
ウ
ラ
ジ
ロ
ガ
シ
の
木
︒今
で
は
子
枝
︑孫
枝
を
繁

ら
せ
て
い
る
︒

　
万
畑
は
地
名
で
︑治
承
四
年︵
一
一
八
〇
︶十
一
月
︑源

頼
朝
軍
が
佐
竹
秀
義
軍
を
西
金
砂
山
城
に
攻
め
た
と

き
︑こ
こ
の
山
の
頂
上
に
︑一
万
本
の
旗︵
萬
旗
︶を
立
て

て
︑陣
を
張
っ
た
こ
と
か
ら
地
名
を
万
旗
↓
万
畑
と
呼
ぶ

よ
う
に
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
︒源
頼
朝
時
代
の
金

砂
合
戦
を
見
て
き
た
か…
︒何
と
も
興
味
深
い
巨
木
で
あ

る
︒

﹃
百
目
木
﹄
天
下
野
町
︵
表
紙
写
真
参
照
︶

ど

う

め

き

　
川
に
ま
つ
わ
る
地
名
に
は
︑川
や
泉
な
ど
の
他
に
ド
ウ
メ
キ
︑ナ
メ

と
い
っ
た
様
々
な
名
ま
え
が
あ
る
︒加
藤
寛
斎
の﹃
常
陸
国
北
郡
里

程
間
数
之
記
﹄に
は
︑山
田
川
は
水
府
の
中
染
か
ら
天
下
野
の
境
に

か
け
て
渓
谷
を
な
し
て
い
て
︑ド
ウ
メ
キ
と
呼
ば
れ
て
い
る
と
記
さ

れ
て
い
る
︒天
下
野
側
の
集
落
名
も
百
目
木
と
な
っ
て
い
る
︒山
田
川

の
急
流
を
ド
ウ
ド
ウ
と
轟
音
を
た
て
て
水
が
流
れ
る
こ
と
が
︑リ
ア

ル
に
表
現
さ
れ
て
い
る
︒地
名
の
由
来
に
は
二
つ
の
説
が
あ
る
と
い

う
︒

　
百
目
木︵
鬼
︶と
は
守
護
獣
の
こ
と
で
︑聖
山︵
東
金
砂
山
︶を
守
る

け
も
の
を
表
す
︒二
つ
に
は
︑﹁
と
う
﹂と﹁
と
う
﹂十
と
十
が
二
つ
重

な
る
と
百
︒目
木
は
接
頭
語﹁
め
く
﹂の
活
用
形
︒つ
ま
り
︑水
が
ド
ウ

ド
ウ
と
音
を
た
て
て
流
れ
て
い
る
さ
ま
を
表
す
︒

＜参考文献＞

『水府村史』

『茨城県地名大辞典』角川書店 編

＜参考文献＞

『茨城県地名大辞典』角川書店 編

『地名を訪ねて』 瀬谷房之助 著

『ふるさと世矢故きを温ねて』橘松壽 著

団子茶屋があったといわれるところ

＜参考文献＞

『新編常陸国誌』

『里美の歴史散歩』

『広報さとみ157号』

﹃
茶
屋
場
﹄
徳
田
町

ち

ゃ

や

ば

　
徳
田
町
と
福
島
県
矢
祭
町
の
県
境
に
明
神
峠
が
あ

る
︒こ
こ
を
旧
棚
倉
街
道
︑現
在
の
国
道
三
四
九
号
線

が
通
っ
て
い
る
︒中
世
に
は
︑こ
の
峠
は﹁
南
の
関
﹂と
い

わ
れ
て
い
た
と
い
う
︒

　
峠
の
南
︑国
道
沿
い
に
茶
屋
場
と
呼
ば
れ
る
と
こ

ろ
が
あ
る
︒江
戸
時
代
に
は
︑幕
府
巡
見
使
が
奥
州

か
ら
水
戸
藩
に
入
る
時
︑水
戸
藩
士
は
こ
の
峠
で
出

迎
え
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒

　
こ
の
時
︑幕
府
の
巡
見
使
に
ご
馳
走
を
出
し
て
丁

重
に
出
迎
え
る
こ
と
が
︑﹃
東
遊
雑
記
﹄天
明
八
年︵
一

七
八
八
︶十
月
十
四
日
の
記
述
に
記
さ
れ
て
い
る
︒

　
幕
府
巡
見
使
の
た
め
に
湯
茶
︑食
事
の
接
待
を
し

た
所
が
茶
屋
場
で
あ
っ
た
と
し
て
︑今
で
も
そ
の
名

を
と
ど
め
て
い
る
︒

明神峠付近

　
ま
た
一
説
に
は
︑真
弓
神
社
の

例
祭
の
日
に
︑表
参
道
登
り
口
の

鳥
居
付
近
や
堀
切
を
過
ぎ
て
︑大

理
石
採
掘
場
へ
下
る
と
こ
ろ
付
近

に
団
子
を
売
る
露
店
が
出
た
た

め
と
地
元
の
古
老
は
言
っ
て
い
る
︒

　
い
ず
れ
も
旅
人
や
参
拝
者
の

た
め
に
団
子
を
売
る
茶
店
が
あ
っ

た
た
め
の
地
名
と
考
え
ら
れ
︑か

つ
て
多
く
の
人
た
ち
が
行
き
交
っ

た﹁
塩
の
道
﹂の
存
在
が
な
つ
か
し

く
偲
ば
れ
る
︒

﹇
取
材
﹈

塩
原 

慶
子
︑萩
谷 

浩
司
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︶︑み
か
の
原
合
戦
に

勝
利
し
た
北
畠
顕
家
軍
が
義
良
親
王
を
奉
じ

て
鎌
倉
に
向
か
う
途
中
︑義
良
親
王
が
乗
っ
た

御
所
車
が
︑小
川
に
土
橋
が
か
か
っ
て
い
る
土

木
内
地
内
の
悪
路
に
動
き
が
と
れ
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
︒そ
こ
で
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し

て
無
事
に
通
過
さ
せ
た
こ
と
に
由
来
す
る
地

名
と
い
わ
れ
て
い
る
︒

　
御
所
車
と
は
︑む
か
し
の
貴
人
が
使
用
し

た
乗
り
も
の
︒ま
た
︑御
所
車
は
後
生
車
の
こ

と
で
︑風
車
を
作
っ
て
死
者
に
冥
福
を
祈
っ
た

村
の
風
習
か
ら
生
ま
れ
た
地
名
と
も
い
わ
れ

て
い
る
︒

※

み
か
の
原
合
戦
が
実
際
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
︑学
者

の
間
に
も
諸
説
が
あ
る
︒

　
二
〇
〇
九
年
二
月
発
行
の
四
十
四
号
か
ら
︑
不
定
期
連
載
の
﹁
常
陸
太
田
の
地
名
話
﹂
で
す
が
︑
コ
ラ
ム
を
ご
担
当
い
た
だ
い
て
い
る

川
松
博
さ
ん
に
特
集
号
を
組
む
に
あ
た
り
い
ろ
い
ろ
と
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
︒
慣
れ
親
し
ん
で
使
っ
て
い
る
地
名
の
歴
史
や
い
わ
れ

な
ど
興
味
深
い
お
話
が
盛
り
だ
く
さ
ん
で
す
︒
こ
こ
で
は
︑
フ
ォ
ン
ズ
に
掲
載
し
た
地
名
の
さ
ら
に
詳
し
い
い
わ
れ
を
ご
紹
介
し
ま
す
︒

現在の御所車付近

﹃
団
子
売
﹄
真
弓
町

だ
ん
ご
う
り

　
真
弓
山
中
に
は
団
子
売
と
い
う
た
い
へ
ん

興
味
深
い
地
名
が
残
っ
て
い
る
︒こ
こ
を
通
る

道
路
は
︑河
原
子
︑大
久
保
︑金
沢
方
面
か
ら

真
弓
山
の
大
理
石
採
掘
場
付
近
を
通
り
︑太

田
方
面
へ
と
続
く
生
活
道
路
で
︑別
名﹁
塩
の

道
﹂と
も
呼
ば
れ
て
い
る
︒か
つ
て
は
多
く
の

人
た
ち
が
利
用
し
て
い
た
︒

　
真
弓
神
社
は
漁
民
を
守
る
神
社
と
し
て
崇

め
ら
れ
︑久
慈
浜
や
河
原
子
方
面
か
ら
の
多

く
の
参
拝
者
が
い
た
︒こ
の
道
は
大
久
保
︑金

沢
か
ら
出
合
い
坂
~
堀
切︵
火
防
線
︶~
真
弓

~
太
田
へ
と
続
く
道
で
︑堀
切
を
過
ぎ
る
と

茶
屋
が
あ
っ
た
︒こ
の
茶
屋
で
は
︑旅
人
や
参

拝
者
の
た
め
に
団
子
を
売
っ
て
い
た
と
い
う
︒

そ
こ
か
ら
︑こ
の
地
名
が
生
ま
れ
た
と
い
わ
れ

て
い
る
︒

＜参考文献＞

『金砂郷村史』

『環境省巨樹データベース』

『万畑の千年カシ説明板』 赤土町会

﹃
万
畑
﹄
赤
土
町

ま
ん
ば
た

万畑の千年カシ

　
西
金
砂
そ
ば
の
郷﹁
そ
ば
工
房
﹂か
ら
赤
土
川
沿
い

に
︑西
金
砂
神
社
に
至
る
道
路
を
北
上
す
る
と
三
叉
路

と
な
る
︒こ
の
手
前
を
左
上
方
に
進
む
と
樹
林
内
に﹁
万

畑
の
千
年
カ
シ
﹂が
あ
る
︒樹
種
は
ウ
ラ
ジ
ロ
ガ
シ
で
︑目

通
り
幹
囲
七
・
五
メ
ー
ト
ル
︑推
定
樹
齢
八
〇
〇
年
と
い

う
い
か
に
も
古
そ
う
な
巨
木
で
あ
る
︒八
〇
〇
年
と
い

う
と
鎌
倉
時
代…

︒こ
の
長
い
間
を
ひ
っ
そ
り
と
過
ご
し

て
き
た
ウ
ラ
ジ
ロ
ガ
シ
の
木
︒今
で
は
子
枝
︑孫
枝
を
繁

ら
せ
て
い
る
︒

　
万
畑
は
地
名
で
︑治
承
四
年︵
一
一
八
〇
︶十
一
月
︑源

頼
朝
軍
が
佐
竹
秀
義
軍
を
西
金
砂
山
城
に
攻
め
た
と

き
︑こ
こ
の
山
の
頂
上
に
︑一
万
本
の
旗︵
萬
旗
︶を
立
て

て
︑陣
を
張
っ
た
こ
と
か
ら
地
名
を
万
旗
↓
万
畑
と
呼
ぶ

よ
う
に
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
︒源
頼
朝
時
代
の
金

砂
合
戦
を
見
て
き
た
か…

︒何
と
も
興
味
深
い
巨
木
で
あ

る
︒

﹃
百
目
木
﹄
天
下
野
町
︵
表
紙
写
真
参
照
︶

ど

う

め

き

　
川
に
ま
つ
わ
る
地
名
に
は
︑川
や
泉
な
ど
の
他
に
ド
ウ
メ
キ
︑ナ
メ

と
い
っ
た
様
々
な
名
ま
え
が
あ
る
︒加
藤
寛
斎
の﹃
常
陸
国
北
郡
里

程
間
数
之
記
﹄に
は
︑山
田
川
は
水
府
の
中
染
か
ら
天
下
野
の
境
に

か
け
て
渓
谷
を
な
し
て
い
て
︑ド
ウ
メ
キ
と
呼
ば
れ
て
い
る
と
記
さ

れ
て
い
る
︒天
下
野
側
の
集
落
名
も
百
目
木
と
な
っ
て
い
る
︒山
田
川

の
急
流
を
ド
ウ
ド
ウ
と
轟
音
を
た
て
て
水
が
流
れ
る
こ
と
が
︑リ
ア

ル
に
表
現
さ
れ
て
い
る
︒地
名
の
由
来
に
は
二
つ
の
説
が
あ
る
と
い

う
︒

　
百
目
木︵
鬼
︶と
は
守
護
獣
の
こ
と
で
︑聖
山︵
東
金
砂
山
︶を
守
る

け
も
の
を
表
す
︒二
つ
に
は
︑﹁
と
う
﹂と﹁
と
う
﹂十
と
十
が
二
つ
重

な
る
と
百
︒目
木
は
接
頭
語﹁
め
く
﹂の
活
用
形
︒つ
ま
り
︑水
が
ド
ウ

ド
ウ
と
音
を
た
て
て
流
れ
て
い
る
さ
ま
を
表
す
︒

＜参考文献＞

『水府村史』

『茨城県地名大辞典』角川書店 編

＜参考文献＞

『茨城県地名大辞典』角川書店 編

『地名を訪ねて』 瀬谷房之助 著

『ふるさと世矢故きを温ねて』橘松壽 著

団子茶屋があったといわれるところ

＜参考文献＞

『新編常陸国誌』

『里美の歴史散歩』

『広報さとみ157号』

﹃
茶
屋
場
﹄
徳
田
町

ち

ゃ

や

ば

　
徳
田
町
と
福
島
県
矢
祭
町
の
県
境
に
明
神
峠
が
あ

る
︒こ
こ
を
旧
棚
倉
街
道
︑現
在
の
国
道
三
四
九
号
線

が
通
っ
て
い
る
︒中
世
に
は
︑こ
の
峠
は﹁
南
の
関
﹂と
い

わ
れ
て
い
た
と
い
う
︒

　
峠
の
南
︑国
道
沿
い
に
茶
屋
場
と
呼
ば
れ
る
と
こ

ろ
が
あ
る
︒江
戸
時
代
に
は
︑幕
府
巡
見
使
が
奥
州

か
ら
水
戸
藩
に
入
る
時
︑水
戸
藩
士
は
こ
の
峠
で
出

迎
え
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒

　
こ
の
時
︑幕
府
の
巡
見
使
に
ご
馳
走
を
出
し
て
丁

重
に
出
迎
え
る
こ
と
が
︑﹃
東
遊
雑
記
﹄天
明
八
年︵
一

七
八
八
︶十
月
十
四
日
の
記
述
に
記
さ
れ
て
い
る
︒

　
幕
府
巡
見
使
の
た
め
に
湯
茶
︑食
事
の
接
待
を
し

た
所
が
茶
屋
場
で
あ
っ
た
と
し
て
︑今
で
も
そ
の
名

を
と
ど
め
て
い
る
︒

明神峠付近

　
ま
た
一
説
に
は
︑真
弓
神
社
の

例
祭
の
日
に
︑表
参
道
登
り
口
の

鳥
居
付
近
や
堀
切
を
過
ぎ
て
︑大

理
石
採
掘
場
へ
下
る
と
こ
ろ
付
近

に
団
子
を
売
る
露
店
が
出
た
た

め
と
地
元
の
古
老
は
言
っ
て
い
る
︒

　
い
ず
れ
も
旅
人
や
参
拝
者
の

た
め
に
団
子
を
売
る
茶
店
が
あ
っ

た
た
め
の
地
名
と
考
え
ら
れ
︑か

つ
て
多
く
の
人
た
ち
が
行
き
交
っ

た﹁
塩
の
道
﹂の
存
在
が
な
つ
か
し

く
偲
ば
れ
る
︒

﹇
取
材
﹈

塩
原 

慶
子
︑萩
谷 

浩
司
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地
名
由
来
の
調
べ
方

　
第
一
に
そ
の
土
地
に
足
を
運
び
土
地
の
様
子

を
く
ま
な
く
調
べ
る
こ
と
か
ら
始
め
る
︒
そ
の

土
地
の
山
や
河
川
︑
湖
沼
な
ど
の
地
形
の
様
子
︑

水
田
や
畑
地
な
ど
の
土
地
利
用
の
様
子
︑
土
地

の
高
低
な
ど
の
地
形
の
特
徴
を
調
べ
る
︒
ま
た
︑

そ
の
土
地
の
特
徴
的
な
も
の
は
何
か
も
調
査
す

る
︒
地
名
は
︑
そ
の
土
地
の
何
か
を
表
し
て
い

る
こ
と
が
多
い
の
で
︑
で
き
る
だ
け
そ
の
土
地

を
歩
い
て
実
際
に
自
分
の
目
で
確
め
る
よ
う
に

し
て
い
る
︒

私
が
地
名
の
由
来
を
調
べ
る
と
き
は
︑

一
︑　

可
能
な
限
り
そ
の
土
地
の
古
老
か
ら
話
を
聞

い
て
︑
そ
の
地
名
に
関
す
る
情
報
を
得
て
︑
ま

と
め
る
と
き
に
参
考
に
し
て
い
る
︒

二
︑　

そ
の
地
名
の
由
来
に
つ
い
て
︑
い
ろ
い
ろ
な
文

献
や
地
名
語
源
辞
典
に
よ
り
情
報
収
集
を
す
る
︒

　
以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
通
し
て
︑
自
分
の
考

え
を
入
れ
な
が
ら
由
来
を
ま
と
め
て
い
く
︒
地

名
に
は
︑
確
固
た
る
史
料
に
明
記
さ
れ
て
い
る

も
の
は
少
な
い
︒
ほ
と
ん
ど
の
地
名
は
︑
学
者

や
研
究
者
が
そ
の
土
地
を
調
査
し
た
り
︑
書
物

な
ど
の
文
献
史
料
を
基
に
し
て
︑
私
見
を
入
れ

な
が
ら
ま
と
め
た
も
の
が
多
く
み
ら
れ
る
︒
だ

か
ら
︑
地
名
の
由
来
は
奥
深
く
︑
興
味
深
い
も

の
に
な
る
︒

三
︑　

地
名
の
由
来
は
︑
元
茨
城
大
学
教
授
堀
口
友

一
氏
に
よ
る
と
︑
お
お
む
ね
次
の
よ
う
に
分
類
さ

れ
る
と
い
う
︒
私
は
そ
れ
を
参
考
に
し
て
い
る
︒

四
︑

自
然
的
事
象
に
由
来

・
位
置
に
関
す
る
地
名
︵
南
町
︑
東
町
︶

・
地
形
に
関
す
る
地
名
︵
バッ
ケ
︑
富
士
山
︶

・
河
川
や
湖
沼
に
関
す
る
地
名
︵
江
川
︑
江
向
︶

・
草
花
や
樹
木
に
関
す
る
地
名
︵
萩
塚
︑
柳
町
︶

・
動
物
に
関
す
る
地
名
︵
猿
谷
︑
馬
場
︶

︵
一
︶

人
文
的
事
象
に
由
来

・
土
地
の
機
能
に
関
す
る
地
名
︵
古
宿
︑
大
工
町
︶

・
神
社
や
仏
閣
に
関
す
る
地
名
︵
宮
町
︑
寺
西
︶

・
開
発
に
関
す
る
地
名
︵
新
田
︑
新
地
︶

・
地
目
に
関
す
る
地
名
︵
七
反
︑
五
反
田
︶

・
縁
起
に
関
す
る
地
名
︵
栄
町
︑
徳
田
︶

わ
け
の
み
こ
と

　
川
松
博
さ
ん
が
地
名
を
調
べ
る
際
の
ポ
イ
ン
ト

と
参
考
文
献
を
お
う
か
が
い
し
ま
し
た
︒

︵
二
︶

ア
イ
ヌ
語
な
ど
に
由
来
︵
長
万
部
︑
札
幌
︶

︵
三
︶

﹃
西
河
内
﹄
西
河
内
上

                    

・
中
・
下
町

に
し
ご
う
ど

上町の高宮神社

﹃
芦
間
﹄
芦
間
町

あ

し

ま

芦間の水田と集落 観音坂

﹃
学
道
内
﹄
下
宮
河
内
町

が
く
ど
う
う
ち

　
地
元
で
は﹁
学
道
宿
﹂と
も
い

う
︒﹁
学
道
﹂と
は
︑仏
道
を
学
び

修
行
す
る
こ
と
︒﹁
￨
内
﹂は
内
部

の
集
落
を
い
う
︒︵﹃
地
名
語
源
辞

典
﹄よ
り
︶

　﹁
学
道
内
﹂と
は
︑仏
道
を
学
び

修
行
す
る
僧
侶
が
集
ま
っ
て
生
活

し
て
い
る
集
落
の
こ
と
と
考
え
ら

れ
る
︒

　
下
宮
河
内
駐
在
所
付
近
か
ら

か
な
さ
笑
学
校
の
三
叉
路
付
近
ま

で
の
と
こ
ろ
︒か
な
さ
笑
学
校
敷

地
に
は
︑む
か
し
︑学
道
寺
が
あ

り
︑ま
た
︑近
く
に
は
金
砂
本
宮
神

社
の
別
当
寺
の
定
泉
寺
が
あ
っ
た

と
い
う
︒こ
れ
ら
の
寺
院
な
ど
で

仏
道
修
行
に
励
む
僧
侶
た
ち
が
住

ん
で
い
た
と
こ
ろ
と
思
わ
れ
る
︒学道内の町並み 鯉沼地区付近

川松博さん

馬場八幡宮流鏑馬が行われた門前

　
む
か
し
︑こ
の
地
の
山
田
川
左

岸
一
帯
に
は
︑葦
が
生
い
茂
る
湿

地
帯
が
広
が
っ
て
い
た
︒ア
シ︵
悪
︶

マ︵
間
︶の
意
味
が
あ
る
︒︵﹃
茨
城

県
史
料―

中
世
編―

﹄よ
り
︶

　﹁
葦
﹂や﹁
悪
﹂に
は
縁
起
の
よ
い

﹁
芦
あ
し
・
よ
し
﹂と
い
う
文
字
を

使
用
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

　
芦
間
に
は
︑佐
竹
四
代
秀
義
が

金
砂
合
戦
ま
で
の
青
年
時
代
を

過
ご
し
た
佐
竹
屋
敷
が
あ
っ
た
と

い
わ
れ
て
い
る
︒

　﹁
河
内
﹂と
は
︑カ
ワ
チ
︑カ
ワ
ウ

チ
︑カ
チ
︑コ
ウ
チ
︑ゴ
ウ
ド
な
ど

様
々
な
呼
び
名
が
あ
る
︒

　
河
内
と
は
︑

　
の
二
つ
の
説
が
あ
る
︒

　
こ
こ
は
︑里
川
中
流
の
西
側
の
支

流
沿
い
に
あ
た
る
こ
と
か
ら﹁
二
﹂

に
由
来
す
る
地
名
と
思
わ
れ
る
︒

　
な
ぜ
︑﹁
ご
う
ど
﹂と
呼
ぶ
か
に

つ
い
て
は
︑は
っ
き
り
と
わ
か
る
史

料
は
な
い
︒地
元
の
古
老
の
話
に
よ

る
と
︑里
川
を
流
れ
る
水
が
石
に

当
た
り
︑ゴ
ウ
ゴ
ウ
と
音
を
た
て

る
こ
と
か
ら
に
由
来
す
る
と
い
う
︒

川
と
川
の
間
に
あ
る
土
地

一
︑

川
沿
い
に
開
け
た
土
地

二
︑

ま
た
︑﹁
河
﹂は﹁
こ
う
﹂﹁
ご
う
﹂と

も
読
み
︑﹁
内
﹂は﹁
な
い
﹂﹁
だ
い
﹂

﹁
ど
う
﹂と
も
読
む
た
め
︑﹁
ご
う

ど
う
﹂と
な
り
︑﹁
ご
う
ど
﹂と
つ

ま
っ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
︒

　
む
か
し
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ケ
丘
台
地
の
東
側

一
帯
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︑土
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低
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や
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が
生
い
茂
る
湿
地
帯
と
な
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て
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た
︒土
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が
低
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め
に
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が
た

ま
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や
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く
︑フ
ナ
や
コ
イ
が
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す
る
沼
な
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が
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く
つ
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あ
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の
で
︑鯉
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と
呼
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て
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た
︒

　
そ
の
一
部
が
︑今
で
も
馬
場
の

小
字
名
と
し
て
残
っ
て
い
る
︒

　
こ
の
坂
は
︑旧
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倉
街
道
で
町
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を
抜
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︒
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共
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西
側
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馬
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八

　
鯨
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置
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る
馬
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の
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八
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形
成
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落
で
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︒
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﹄
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区
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ば
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﹃
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﹄
馬
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か
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の
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に
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お
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る
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︒
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﹄
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﹁
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︒
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来
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︑
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︑
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︑
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︒
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︑
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収
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︒
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︒
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︑
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史
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︒
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史
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︑
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た
も
の
が
多
く
み
ら
れ
る
︒
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か
ら
︑
地
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︑
興
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に
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る
︒

三
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︑
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堀
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︑
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︒
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︑
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︑
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︑
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︶
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︑
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︑
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︑
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︵
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︶
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︑
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仏
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︑
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︑
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︑
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縁
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︑
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わ
け
の
み
こ
と

　
川
松
博
さ
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調
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の
ポ
イ
ン
ト

と
参
考
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献
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お
う
か
が
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し
た
︒

︵
二
︶

ア
イ
ヌ
語
な
ど
に
由
来
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万
部
︑
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幌
︶

︵
三
︶

﹃
西
河
内
﹄
西
河
内
上

                    

・
中
・
下
町

に
し
ご
う
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﹃
芦
間
﹄
芦
間
町

あ

し

ま
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学
道
内
﹄
下
宮
河
内
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が
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ど
う
う
ち
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で
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も
い

う
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学
道
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︑仏
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を
学
び

修
行
す
る
こ
と
︒﹁
￨
内
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内
部
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落
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い
う
︒︵﹃
地
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源
辞

典
﹄よ
り
︶
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内
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︑仏
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す
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生
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し
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い
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落
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こ
と
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考
え
ら

れ
る
︒
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内
駐
在
所
付
近
か
ら

か
な
さ
笑
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三
叉
路
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近
ま

で
の
と
こ
ろ
︒か
な
さ
笑
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校
敷
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︑む
か
し
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あ
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た
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定
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が
あ
っ
た
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う
︒こ
れ
ら
の
寺
院
な
ど
で

仏
道
修
行
に
励
む
僧
侶
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が
住

ん
で
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と
こ
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わ
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川松博さん
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岸
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湿
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︶
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県
史
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中
世
編―
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︶
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縁
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戦
ま
で
の
青
年
時
代
を

過
ご
し
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佐
竹
屋
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が
あ
っ
た
と
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わ
れ
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い
る
︒
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河
内
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︑カ
ワ
チ
︑カ
ワ
ウ

チ
︑カ
チ
︑コ
ウ
チ
︑ゴ
ウ
ド
な
ど

様
々
な
呼
び
名
が
あ
る
︒
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内
と
は
︑

　
の
二
つ
の
説
が
あ
る
︒
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中
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の
西
側
の
支

流
沿
い
に
あ
た
る
こ
と
か
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二
﹂
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す
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︒
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︑﹁
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に
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史
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よ
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た
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︑ゴ
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ゴ
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と
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た
て
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こ
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か
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に
由
来
す
る
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い
う
︒
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︑
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む
か
し
︑こ
の
付
近
に
は
鬼
が
出
没
す
る
の
で
︑

﹁
鬼
子
居
﹂
と
呼
ば
れ
た
︒

　
こ
こ
は
︑下
宮
河
内
町
上
中
沢
か
ら
赤
土
町
万

畑
に
抜
け
る
道
路
の
峠
付
近
に
位
置
す
る
︒以
前

は
︑こ
こ
で
行
き
止
ま
り
だ
っ
た
と
の
こ
と
︒こ
こ

に
住
む
古
老
の
話
で
は
︑こ
こ
か
ら
先
は
道
が
な
く

行
き
止
ま
り
な
の
で
︑こ
こ
に
用
事
が
な
け
れ
ば

帰
っ
て
く
だ
さ
い
︒﹁
お
か
え
り
く
だ
さ
い
﹂か
ら
に

由
来
す
る
地
名
だ
と
い
う
︒

　
ま
た
別
な
話
と
し
て
︑﹁
岡
入
り
﹂が
な
ま
っ
て

﹁
お
か
え
り
﹂に
な
っ
た
と
す
る
説
も
あ
る
と
い
う
︒

こ
こ
は
︑比
較
的
高
い
平
ら
な
と
こ
ろ
へ
の
入
口
と

い
う
意
味
と
思
わ
れ
る
︒調
べ
る
前
ま
で
は
︑こ
こ

の
人
た
ち
が
子
ど
も
た
ち
に
︑学
校
帰
り
に
は﹁
お

か
え
り
﹂と
や
さ
し
く
声
か
け
を
し
た
こ
と
に
由

来
す
る
地
名
と
思
っ
て
い
た
の
で
意
外
だ
っ
た
︒

市
内
に
あ
る
興
味
深
い
小
字
名
の
由
来

　
常
陸
太
田
市
内
に
は
︑
数
多
く
の
小
字
名
が
あ
り
ま
す
︒
耳
に
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
り
つ
つ
あ

る
小
字
名
に
も
そ
の
土
地
の
様
子
や
歴
史
︑
そ
し
て
そ
こ
に
住
む
人
々
の
生
き
ざ
ま
を
語
る
言
葉
が

潜
ん
で
い
る
そ
う
で
す
︒

＜参考文献＞

『金砂郷村史』

『地名語源辞典』山中襄太 著

﹃
お
か
え
り
﹄
下
宮
河
内
町お

か
い

お
に
ご
い

峠付近とおかえりの集落

＜参考文献＞

『常陸太田市史 通史編』

『茨城県地名大辞典』角川書店 編

『地名語源辞典』山中襄太 著

﹃
鬼
越
﹄
岡
田
町

お
に
ご
え

　
真
言
宗
普
門
寺
が
位
置
す
る
付
近
か
ら
東
側
一

帯
の
と
こ
ろ
︒地
名
の
由
来
に
は
︑い
く
つ
か
の
説

が
あ
る
︒

＜参考文献＞

『里美村史』

『茨城県地名大辞典』角川書店 編

『広報さとみ157号』

﹃
和
見
﹄
大
中
町

わ

み

鬼越付近の様子

南和見の集落

一
︑

こ
の
辺
一
帯
は
︑
高
井
地
区
か
ら
岡
田
方
面

に
行
く
の
に
︑
山
の
木
々
が
う
っ
そ
う
と
生
い

茂
っ
て
い
る
と
こ
ろ
︒
荷
物
を
持
っ
て
や
っ
と

越
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
﹁
お
荷
越
え
﹂
と

呼
ば
れ
た
︒

二
︑

修
験
僧
の
叫
び
声
が
︑
鬼
の
声
に
き
こ
え
た

の
で
︑﹁
鬼
声
﹂
が
﹁
鬼
越
﹂
に
な
っ
た
︒

三
︑

山
あ
い
︑
谷
あ
い
と
い
う
地
形
に
由
来
す
る
と
い
う
説
︒

和
見
は
こ
の
他
に
﹁
和
味
﹂
と
も
書
か
れ
︑
こ
れ
は
︑

山
あ
い
︑
谷
あ
い
を
意
味
す
る
こ
と
ば
で
あ
る
︒

わ

じ

　
和
見
に
は
︑南
和
見
と
北
和
見
の
小
字
名
が
あ
る
︒地
名

由
来
に
は
︑二
つ
の
説
が
考
え
ら
れ
る
と
い
う
︒

　
和
見
の
近
く
に
は
︑む
か
し
︑官
道
の
雄
薩
駅
家
が
あ
っ

た
こ
と
が
有
力
に
な
っ
て
い
る
︒和
路
と
は
︑官
道
を
意
味

す
る
こ
と
ば
で
あ
る
︒こ
の
二
つ
の
説
に
は
︑由
来
を
定
義
づ

け
る
確
か
な
史
料
は
な
い
︒和
見
を
通
る
道
は
︑旧
水
府
村

高
倉
よ
り
国
道
三
四
九
号
線
を
横
切
り
︑根
岸
に
向
か
っ
て

い
く
︑古
く
か
ら
の
道
で
あ
る
︒和
見
の
古
老
は
︑﹁
む
か
し

こ
の
山
道
は
︑高
倉
か
ら
の
本
通
り
で
︑人
の
往
来
も
激
し

か
っ
た
︒結
婚
式
の
赤
い
し
め
縄
を
積
ん
だ
ハ
イ
ヤ
ー
も
通
っ

て
︑折
橋
の
立
派
な
道
路
が
で
き
る
前
は
貴
重
な
道
で
し

た
﹂と
話
し
て
い
た
︒

一
︑

和
見
は
﹁
和
路
﹂
が
な
ま
っ
た
も
の
ら
し
く
︑
道
路
に

関
係
す
る
地
名
と
い
う
説
︒

二
︑

﹃
ハ
レ
シ
ル
ク
﹄
ハ
ン
ド
メ
イ
ド
雑
貨  teq

-teq

快
眠
サ
ロ
ン
﹇
ぐ
っ
す
り
﹈

　
新
宿
町
に
あ
る
一
軒
の
お
う
ち
が
ハ
レ
シ
ル
ク
さ
ん

と
し
て
オ
ー
プ
ン
し
た
の
は
二
〇
二
一
年
の
十
月
で
し

た
︒

　teq-teq

︵
以
下
テ
ク
テ
ク
︶
さ
ん
と
い
う
雑
貨
の

自
宅
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
の
オ
ー
ナ
ー
だ
っ
た
鬼
澤
友
季
子

さ
ん
と
リ
ラ
ク
ゼ
ー
シ
ョ
ン
サ
ロ
ン
を
し
て
い
た
お
姉

さ
ん
の
川
崎
友
佳
子
さ
ん
が
二
人
で
オ
ー
プ
ン
し
た

新
し
い
お
店
で
す
︒

　
元
々
は
鬼
澤
さ
ん
の
ご
実
家
で
︑ご
両
親
を
見
送
っ

て
か
ら
空
き
家
に
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
を
︑
地
域
の

方
が
ふ
ら
っ
と
立
ち
寄
っ
て
く
れ
る
場
所
と
し
て
活

か
そ
う
と
始
め
ら
れ
た
お
店
で
す
︒

　
一
階
が
鬼
澤
さ
ん
の
雑
貨
と
カ
フ
ェ
の
お
店
﹁
テ

ク
テ
ク
﹂︑
二
階
が
川
崎
さ
ん
の
快
眠
サ
ロ
ン
﹁
ぐ
っ

す
り
﹂︵
不
定
愁
訴
や
心
身
の
ケ
ア
︑
自
分
の
身
体

を
自
分
で
養
生
す
る
活
動
︶︑
そ
の
二
つ
の
お
店
が
あ

る
建
物
を
ハ
レ
シ
ル
ク
と
名
づ
け
運
営
し
て
い
ま
す
︒

　
テ
ク
テ
ク
に
集
う
の
は
雑
貨
や
カ
フ
ェ
を
楽
し
み

た
い
に
ぎ
や
か
な
方
が
多
く
︑
ぐ
っ
す
り
の
お
客
様

は
そ
の
名
の
通
り
︑
静
か
に
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た
い
方
が

多
い
た
め
︑
営
業
日
を
分
け
て
い
ま
す
︒

塩
原 

慶
子

﹇
取
材
﹈

住所／常陸太田市新宿町391-26

電話／080-5463-5824

ハンドメイド雑貨 teq-teq

営業日／水曜、木曜、金曜

営業時間／11:00-16:00

［メニュー］

クロッフル各種　500円～

コーヒー、紅茶、ほうじ茶　350円

アイスコーヒー等　400円～

きまぐれパフェ　700円　など

快眠サロン［ぐっすり］

営業日／土曜、日曜、月曜、火曜

          完全予約制

﹃
ち
い
さ
な
ジ
ャン
ボ
﹄

小
室 

太 

︵
下
高
倉
町
︶

　
こ
の
た
び
絵
本
の
感
想
文
を
書
く
機
会
を
い
た
だ
き

ま
し
た
が
︑
最
初
に
思
い
つ
い
た
絵
本
は
既
出
の
た
め
︑

図
書
館
で
他
の
絵
本
を
探
し
て
い
た
と
こ
ろ
︑
ア
ン
パ

ン
マ
ン
以
外
の
や
な
せ
た
か
し
さ
ん
の
絵
本
に
す
る
こ
と

を
思
い
つ
き
ま
し
た
︒

　
そ
も
そ
も
ア
ン
パ
ン
マ
ン
と
月
刊
詩
集
し
か
知
ら
な

か
っ
た
の
で
す
が
︑
こ
の
た
び
従
軍
経
験
が
あ
る
こ
と

を
初
め
て
知
り
ま
し
た
︒
戦
争
の
話
を
絵
本
に
し
た
う

え
︑
あ
か
る
く
終
わ
ら
せ
た
と
こ
ろ
が
素
晴
ら
し
い
と

思
い
ま
し
た
︒

　
戦
争
で
片
腕
を
失
っ
て
帰
っ
て
き
た
私
の
祖
父
は
︑

私
が
幼
少
だ
っ
た
か
ら
な
の
か
？
話
し
た
く
な
い
体
験

だ
っ
た
の
か
？
私
に
戦
争
の
話
を
す
る
こ
と
は
な
く
︑
い

つ
も
ニ
コ
ニ
コ
し
て
い
た
記
憶
だ
け
が
残
っ
て
お
り
ま
す
︒

　
唯
一
怒
っ
た
の
は
︑
湯
呑
を
洗
剤
で
洗
っ
た
時
だ
っ
た

ら
し
く
︑
こ
だ
わ
り
も
あ
り
つ
つ
﹁
で
き
な
い
の
は
リ

ボ
ン
結
び
の
み
﹂
と
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
笑
い
飛
ば
し

て
い
た
お
じ
い
ち
ゃ
ん
︒
私
と
お
な
じ
慢
性
病
を
も
っ
て

い
た
お
じ
い
ち
ゃ
ん
︒
そ
ん
な
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
大
好
き

で
し
た
︒

　
そ
し
て
祖
父
母
の
五
十
年
祭
の
開
催
が
こ
の
タ
イ
ミ

ン
グ
で
浮
上
し
て
き
た
の
も
︑
何
か
の
縁
な
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
ね
︒

やなせたかし 原作/サンリオ

今号でちょっとひといきと思い出の絵本のコーナーは最終回となります。長い間ありがとうございました。

　
鬼
澤
さ
ん
は
雑
貨
や
お
菓
子
を
販
売
す
る
マ
ル
シ
ェ

イ
ベ
ン
ト
﹁nozo~color

﹂
の
主
催
者
の
一
人
と
し
て

二
〇
〇
八
年
か
ら
活
動
を
続
け
て
き
ま
し
た
︒
コ
ロ
ナ

禍
で
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
で
き
な
い
こ
と
が
続
い
た
期
間

を
﹁
未
来
を
た
の
し
む
準
備
期
間
﹂
に
し
よ
う
と
﹁
ハ

レ
シ
ル
ク
﹂
の
企
画
を
温
め
オ
ー
プ
ン
に
い
た
っ
た
そ
う

で
す
︒
ハ
レ
シ
ル
ク
の
ご
近
所
さ
ん
は
︑
鬼
澤
さ
ん
が
子

ど
も
の
頃
か
ら
顔
見
知
り
の
方
ば
か
り
で
︑
空
き
家
に

な
っ
て
い
た
場
所
の
活
か
し
方
を
考
え
て
い
る
二
人
を

応
援
し
て
く
だ
さ
り
︑
オ
ー
プ
ン
の
日
は
ご
近
所
さ
ん

の
拍
手
を
い
た
だ
い
た
こ
と
が
﹁
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
﹂

と
鬼
澤
さ
ん
︒

　
社
会
福
祉
協
議
会
主
催
の
﹁
オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
︵
認

知
症
の
方
と
そ
の
家
族
︑
支
援
者
が
一
緒
に
集
い
︑
認

知
症
の
こ
と
を
理
解
し
な
が
ら
仲
間
と
つ
な
が
る
場
︶﹂

を
定
期
的
に
開
催
し
た
り
︑
元
小
学
校
養
護
教
諭
の

方
と
肩
の
力
を
抜
い
て
お
話
を
す
る﹁
ま
ち
の
保
健
室
﹂

な
ど
も
開
催
し
て
い
ま
す
︒

　
お
す
す
め
の
ク
ロ
ッ
フ
ル
と
ア
イ
ス
コ
ー
ヒ
ー
を
い
た

だ
き
な
が
ら
︑
街
に
こ
の
よ
う
な
空
間
の
あ
る
喜
び
を

し
み
じ
み
と
感
じ
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
︒

お知らせ 67

か
ん
ど
う

お
さ
つ
の
え
き

ふ
て
い
し
ゅ
う
そ



む
か
し
︑こ
の
付
近
に
は
鬼
が
出
没
す
る
の
で
︑

﹁
鬼
子
居
﹂
と
呼
ば
れ
た
︒

　
こ
こ
は
︑下
宮
河
内
町
上
中
沢
か
ら
赤
土
町
万

畑
に
抜
け
る
道
路
の
峠
付
近
に
位
置
す
る
︒以
前

は
︑こ
こ
で
行
き
止
ま
り
だ
っ
た
と
の
こ
と
︒こ
こ

に
住
む
古
老
の
話
で
は
︑こ
こ
か
ら
先
は
道
が
な
く

行
き
止
ま
り
な
の
で
︑こ
こ
に
用
事
が
な
け
れ
ば

帰
っ
て
く
だ
さ
い
︒﹁
お
か
え
り
く
だ
さ
い
﹂か
ら
に

由
来
す
る
地
名
だ
と
い
う
︒

　
ま
た
別
な
話
と
し
て
︑﹁
岡
入
り
﹂が
な
ま
っ
て

﹁
お
か
え
り
﹂に
な
っ
た
と
す
る
説
も
あ
る
と
い
う
︒

こ
こ
は
︑比
較
的
高
い
平
ら
な
と
こ
ろ
へ
の
入
口
と

い
う
意
味
と
思
わ
れ
る
︒調
べ
る
前
ま
で
は
︑こ
こ

の
人
た
ち
が
子
ど
も
た
ち
に
︑学
校
帰
り
に
は﹁
お

か
え
り
﹂と
や
さ
し
く
声
か
け
を
し
た
こ
と
に
由

来
す
る
地
名
と
思
っ
て
い
た
の
で
意
外
だ
っ
た
︒

市
内
に
あ
る
興
味
深
い
小
字
名
の
由
来

　
常
陸
太
田
市
内
に
は
︑
数
多
く
の
小
字
名
が
あ
り
ま
す
︒
耳
に
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
り
つ
つ
あ

る
小
字
名
に
も
そ
の
土
地
の
様
子
や
歴
史
︑
そ
し
て
そ
こ
に
住
む
人
々
の
生
き
ざ
ま
を
語
る
言
葉
が

潜
ん
で
い
る
そ
う
で
す
︒

＜参考文献＞

『金砂郷村史』

『地名語源辞典』山中襄太 著

﹃
お
か
え
り
﹄
下
宮
河
内
町お

か
い

お
に
ご
い

峠付近とおかえりの集落

＜参考文献＞

『常陸太田市史 通史編』

『茨城県地名大辞典』角川書店 編

『地名語源辞典』山中襄太 著

﹃
鬼
越
﹄
岡
田
町

お
に
ご
え

　
真
言
宗
普
門
寺
が
位
置
す
る
付
近
か
ら
東
側
一

帯
の
と
こ
ろ
︒地
名
の
由
来
に
は
︑い
く
つ
か
の
説

が
あ
る
︒

＜参考文献＞

『里美村史』

『茨城県地名大辞典』角川書店 編

『広報さとみ157号』

﹃
和
見
﹄
大
中
町

わ

み

鬼越付近の様子

南和見の集落

一
︑

こ
の
辺
一
帯
は
︑
高
井
地
区
か
ら
岡
田
方
面

に
行
く
の
に
︑
山
の
木
々
が
う
っ
そ
う
と
生
い

茂
っ
て
い
る
と
こ
ろ
︒
荷
物
を
持
っ
て
や
っ
と

越
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
﹁
お
荷
越
え
﹂
と

呼
ば
れ
た
︒

二
︑

修
験
僧
の
叫
び
声
が
︑
鬼
の
声
に
き
こ
え
た

の
で
︑﹁
鬼
声
﹂
が
﹁
鬼
越
﹂
に
な
っ
た
︒

三
︑

山
あ
い
︑
谷
あ
い
と
い
う
地
形
に
由
来
す
る
と
い
う
説
︒

和
見
は
こ
の
他
に
﹁
和
味
﹂
と
も
書
か
れ
︑
こ
れ
は
︑

山
あ
い
︑
谷
あ
い
を
意
味
す
る
こ
と
ば
で
あ
る
︒

わ

じ

　
和
見
に
は
︑南
和
見
と
北
和
見
の
小
字
名
が
あ
る
︒地
名

由
来
に
は
︑二
つ
の
説
が
考
え
ら
れ
る
と
い
う
︒

　
和
見
の
近
く
に
は
︑む
か
し
︑官
道
の
雄
薩
駅
家
が
あ
っ

た
こ
と
が
有
力
に
な
っ
て
い
る
︒和
路
と
は
︑官
道
を
意
味

す
る
こ
と
ば
で
あ
る
︒こ
の
二
つ
の
説
に
は
︑由
来
を
定
義
づ

け
る
確
か
な
史
料
は
な
い
︒和
見
を
通
る
道
は
︑旧
水
府
村

高
倉
よ
り
国
道
三
四
九
号
線
を
横
切
り
︑根
岸
に
向
か
っ
て

い
く
︑古
く
か
ら
の
道
で
あ
る
︒和
見
の
古
老
は
︑﹁
む
か
し

こ
の
山
道
は
︑高
倉
か
ら
の
本
通
り
で
︑人
の
往
来
も
激
し

か
っ
た
︒結
婚
式
の
赤
い
し
め
縄
を
積
ん
だ
ハ
イ
ヤ
ー
も
通
っ

て
︑折
橋
の
立
派
な
道
路
が
で
き
る
前
は
貴
重
な
道
で
し

た
﹂と
話
し
て
い
た
︒

一
︑

和
見
は
﹁
和
路
﹂
が
な
ま
っ
た
も
の
ら
し
く
︑
道
路
に

関
係
す
る
地
名
と
い
う
説
︒

二
︑

﹃
ハ
レ
シ
ル
ク
﹄
ハ
ン
ド
メ
イ
ド
雑
貨  teq

-teq

快
眠
サ
ロ
ン
﹇
ぐ
っ
す
り
﹈

　
新
宿
町
に
あ
る
一
軒
の
お
う
ち
が
ハ
レ
シ
ル
ク
さ
ん

と
し
て
オ
ー
プ
ン
し
た
の
は
二
〇
二
一
年
の
十
月
で
し

た
︒

　teq-teq

︵
以
下
テ
ク
テ
ク
︶
さ
ん
と
い
う
雑
貨
の

自
宅
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
の
オ
ー
ナ
ー
だ
っ
た
鬼
澤
友
季
子

さ
ん
と
リ
ラ
ク
ゼ
ー
シ
ョ
ン
サ
ロ
ン
を
し
て
い
た
お
姉

さ
ん
の
川
崎
友
佳
子
さ
ん
が
二
人
で
オ
ー
プ
ン
し
た

新
し
い
お
店
で
す
︒

　
元
々
は
鬼
澤
さ
ん
の
ご
実
家
で
︑ご
両
親
を
見
送
っ

て
か
ら
空
き
家
に
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
を
︑
地
域
の

方
が
ふ
ら
っ
と
立
ち
寄
っ
て
く
れ
る
場
所
と
し
て
活

か
そ
う
と
始
め
ら
れ
た
お
店
で
す
︒

　
一
階
が
鬼
澤
さ
ん
の
雑
貨
と
カ
フ
ェ
の
お
店
﹁
テ

ク
テ
ク
﹂︑
二
階
が
川
崎
さ
ん
の
快
眠
サ
ロ
ン
﹁
ぐ
っ

す
り
﹂︵
不
定
愁
訴
や
心
身
の
ケ
ア
︑
自
分
の
身
体

を
自
分
で
養
生
す
る
活
動
︶︑
そ
の
二
つ
の
お
店
が
あ

る
建
物
を
ハ
レ
シ
ル
ク
と
名
づ
け
運
営
し
て
い
ま
す
︒

　
テ
ク
テ
ク
に
集
う
の
は
雑
貨
や
カ
フ
ェ
を
楽
し
み

た
い
に
ぎ
や
か
な
方
が
多
く
︑
ぐ
っ
す
り
の
お
客
様

は
そ
の
名
の
通
り
︑
静
か
に
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た
い
方
が

多
い
た
め
︑
営
業
日
を
分
け
て
い
ま
す
︒

塩
原 

慶
子

﹇
取
材
﹈

住所／常陸太田市新宿町391-26

電話／080-5463-5824
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営業時間／11:00-16:00
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コーヒー、紅茶、ほうじ茶　350円

アイスコーヒー等　400円～

きまぐれパフェ　700円　など

快眠サロン［ぐっすり］

営業日／土曜、日曜、月曜、火曜

          完全予約制

﹃
ち
い
さ
な
ジ
ャン
ボ
﹄

小
室 

太 

︵
下
高
倉
町
︶

　
こ
の
た
び
絵
本
の
感
想
文
を
書
く
機
会
を
い
た
だ
き

ま
し
た
が
︑
最
初
に
思
い
つ
い
た
絵
本
は
既
出
の
た
め
︑

図
書
館
で
他
の
絵
本
を
探
し
て
い
た
と
こ
ろ
︑
ア
ン
パ

ン
マ
ン
以
外
の
や
な
せ
た
か
し
さ
ん
の
絵
本
に
す
る
こ
と

を
思
い
つ
き
ま
し
た
︒

　
そ
も
そ
も
ア
ン
パ
ン
マ
ン
と
月
刊
詩
集
し
か
知
ら
な

か
っ
た
の
で
す
が
︑
こ
の
た
び
従
軍
経
験
が
あ
る
こ
と

を
初
め
て
知
り
ま
し
た
︒
戦
争
の
話
を
絵
本
に
し
た
う

え
︑
あ
か
る
く
終
わ
ら
せ
た
と
こ
ろ
が
素
晴
ら
し
い
と

思
い
ま
し
た
︒

　
戦
争
で
片
腕
を
失
っ
て
帰
っ
て
き
た
私
の
祖
父
は
︑

私
が
幼
少
だ
っ
た
か
ら
な
の
か
？
話
し
た
く
な
い
体
験

だ
っ
た
の
か
？
私
に
戦
争
の
話
を
す
る
こ
と
は
な
く
︑
い

つ
も
ニ
コ
ニ
コ
し
て
い
た
記
憶
だ
け
が
残
っ
て
お
り
ま
す
︒

　
唯
一
怒
っ
た
の
は
︑
湯
呑
を
洗
剤
で
洗
っ
た
時
だ
っ
た

ら
し
く
︑
こ
だ
わ
り
も
あ
り
つ
つ
﹁
で
き
な
い
の
は
リ

ボ
ン
結
び
の
み
﹂
と
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
笑
い
飛
ば
し

て
い
た
お
じ
い
ち
ゃ
ん
︒
私
と
お
な
じ
慢
性
病
を
も
っ
て

い
た
お
じ
い
ち
ゃ
ん
︒
そ
ん
な
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
大
好
き

で
し
た
︒

　
そ
し
て
祖
父
母
の
五
十
年
祭
の
開
催
が
こ
の
タ
イ
ミ

ン
グ
で
浮
上
し
て
き
た
の
も
︑
何
か
の
縁
な
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
ね
︒

やなせたかし 原作/サンリオ

今号でちょっとひといきと思い出の絵本のコーナーは最終回となります。長い間ありがとうございました。

　
鬼
澤
さ
ん
は
雑
貨
や
お
菓
子
を
販
売
す
る
マ
ル
シ
ェ

イ
ベ
ン
ト
﹁nozo~color

﹂
の
主
催
者
の
一
人
と
し
て

二
〇
〇
八
年
か
ら
活
動
を
続
け
て
き
ま
し
た
︒
コ
ロ
ナ

禍
で
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
で
き
な
い
こ
と
が
続
い
た
期
間

を
﹁
未
来
を
た
の
し
む
準
備
期
間
﹂
に
し
よ
う
と
﹁
ハ

レ
シ
ル
ク
﹂
の
企
画
を
温
め
オ
ー
プ
ン
に
い
た
っ
た
そ
う

で
す
︒
ハ
レ
シ
ル
ク
の
ご
近
所
さ
ん
は
︑
鬼
澤
さ
ん
が
子

ど
も
の
頃
か
ら
顔
見
知
り
の
方
ば
か
り
で
︑
空
き
家
に

な
っ
て
い
た
場
所
の
活
か
し
方
を
考
え
て
い
る
二
人
を

応
援
し
て
く
だ
さ
り
︑
オ
ー
プ
ン
の
日
は
ご
近
所
さ
ん

の
拍
手
を
い
た
だ
い
た
こ
と
が
﹁
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
﹂

と
鬼
澤
さ
ん
︒

　
社
会
福
祉
協
議
会
主
催
の
﹁
オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
︵
認

知
症
の
方
と
そ
の
家
族
︑
支
援
者
が
一
緒
に
集
い
︑
認

知
症
の
こ
と
を
理
解
し
な
が
ら
仲
間
と
つ
な
が
る
場
︶﹂

を
定
期
的
に
開
催
し
た
り
︑
元
小
学
校
養
護
教
諭
の

方
と
肩
の
力
を
抜
い
て
お
話
を
す
る﹁
ま
ち
の
保
健
室
﹂

な
ど
も
開
催
し
て
い
ま
す
︒

　
お
す
す
め
の
ク
ロ
ッ
フ
ル
と
ア
イ
ス
コ
ー
ヒ
ー
を
い
た

だ
き
な
が
ら
︑
街
に
こ
の
よ
う
な
空
間
の
あ
る
喜
び
を

し
み
じ
み
と
感
じ
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
︒

お知らせ 67

か
ん
ど
う

お
さ
つ
の
え
き

ふ
て
い
し
ゅ
う
そ
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今
宮
義
透
と
松
庵
寺

新
太
田
点
描
32

　

享
保
十
七
年
（
一
七
三
二
）
九
月
初
め
、
秋
田
佐
竹

藩
家
老
今
宮
義
透
は
江
戸
か
ら
秋
田
へ
の
下
向
の
途
次
に

太
田
増
井
の
正
宗
寺
を
訪
問
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い

て
は
先
に
フ
ォ
ン
ズ
第
六
十
七
号
で
紹
介
し
て
い
る
。

今
回
は
そ
の
後
の
足
取
り
に
つ
い
て
少
し
く
辿
っ
て

み
た
い
。正
宗
寺
の
訪
問
を
終
え
た
義
透
は
棚
倉
街
道（
小

里
街
道
）
を
北
上
し
て
大
中
村
（
現
・
大
中
町
）
に
至
っ

て
い
る
。
こ
こ
に
は
か
つ
て
小
里
城
主
今
宮
氏
の
菩
提
寺

の
松
庵
寺
が
あ
っ
た
が
、
佐
竹
氏
国
替
え
時
に
松
庵
寺
も

今
宮
氏
と
共
に
秋
田
角
館
に
移
っ
て
い
た
。
そ
の
跡
地
に

引
き
寺
さ
れ
た
の
が
小
木
津
村
（
現
・
日
立
市
）
の
泉
福

寺
で
あ
っ
た
。
義
透
が
訪
れ
た
の
は
こ
の
泉
福
寺
と
云
う

こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
で
も
正
宗
寺
訪
問
の
時
と
同
様
に

往
時
を
懐
か
し
ん
で
一
紙
認
め
て
い
る
。

但
し
、
今
現
在
こ
の
文
書
は
、
所
在
不
明
と
な
っ
て

い
る
の
で
不
明
瞭
な
が
ら
『
里
美
村
史
』
掲
載
の
も
の
を

掲
げ
て
お
く
。

と
こ
ろ
で
、
今
宮
氏
初
代
の
永
義
は
佐
竹
氏
十
五
代
義よ
し

舜き
よ

の
長
子
で
あ
っ
た
が
庶
子
（
側
室
の
子
）
だ
っ
た
の
で

宗
家
か
ら
別
れ
て
今
宮
神
社
で
元
服
し
て
今
宮
氏
を
名
乗

り
修
験
者
と
し
て
宗
家
を
支
え
る
立
場
と
な
っ
て
い
た
。

当
時
、
常
陸
国
と
陸
奥
国
の
国
境
に
接
す
る
小
里
地
方

（
里
美
地
区
）
と
磐
城
南
郷
地
方
（
矢
祭
町
、
塙
町
、
棚

倉
町
）
は
佐
竹
氏
と
白
河
結
城
氏
の
争
奪
の
地
だ
っ
た
の

で
、
佐
竹
氏
は
こ
の
地
を
占
拠
し
て
支
配
下
に
置
く
た
め

小
里
城
を
築
い
て
今
宮
永
義
を
城
主
と
し
て
配
置
し
た
。

小
里
城
に
は
二
代
光
義
、
三
代
道
義
と
居
住
し
た
が
、
慶

長
七
年
（
一
六
〇
二
）
宗
家
佐
竹
氏
と
共
に
羽
後
秋
田
に

移
り
、
領
内
の
角
館
に
所
領
を
得
て
小
里
城
時
代
の
家
臣

を
組
下
預
か
り
と
し
て
支
配
し
て
い
る
。

そ
の
後
、
今
宮
氏
は
四
代
義
賢
、
五
代
義
教
、
六
代

永
教
と
家
系
を
継
ぎ
七
代
目
が
義
透
で
あ
る
。
義
透
は
義

教
の
末
子
で
永
教
の
弟
に
あ
た
る
が
永
教
に
子
供
が
い
な

か
っ
た
の
で
そ
の
養
子
と
な
り
七
代
目
を
継
い
で
い
る
。

義
透
は
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
二
月
生
ま
れ
。
幼

名
は
圭
之
助
、
後
ち
又
三
郎
と
改
め
た
。
諱
も
初
め
は
光

泰
、
そ
の
後
に
光
冬
と
改
め
、
享
保
元
年
（
一
七
一
六
）

今
宮
氏
の
家
督
を
継
い
だ
時
に
義
透
と
再
度
改
名
し
て
い

る
。ま
た
通
称
を
大
学
と
称
し
た
。享
保
六
年（
一
七
二
一
）

閏
七
月
か
ら
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
ま
で
二
十
四
年
間

に
亘
っ
て
秋
田
佐
竹
藩
の
家
老
職
に
就
い
て
い
る
。
宝
暦

三
年
（
一
七
五
三
）
九
月
六
日
死
去
、
享
年
六
十
三
歳
。

義
透
が
江
戸
か
ら
秋
田
へ
の
下
向
の
折
に
、
態
々
水

戸
徳
川
家
支
配
の
常
陸
国
旧
佐
竹
領
を
訪
れ
佐
竹
氏
歴
代

の
墓
の
あ
る
嘗
て
の
菩
提
寺
正
宗
寺
や
松
庵
寺
跡
に
建
つ

泉
福
寺
を
訪
れ
る
と
云
う
の
は
そ
れ
な
り
の
覚
悟
を
持
っ

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
慶
長
七
年
の
国
替
え
で
常
陸

国
を
離
れ
て
か
ら
百
三
十
年
後
に
先
祖
由
縁
の
菩
提
寺
参

り
は
感
慨
一
入
の
も
の
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

左
に
掲
げ
た
肖
像
画
は
今
宮
義
透
で
あ
る
と
い
う
。

（
小
妻
町　

吉
成
英
文
）

　

享
保
十
七
壬
子
の
と
し
武
蔵
よ
り

　

出
羽
秋
田
へ
帰
る
の
ま
た
ま
た

　

故
国
常
陸
路
を
か
か
り
九
月

　

口
日
夕
大
中
村
に
至
り
泉
福
寺
ニ

　

し
ば
ら
く
立
寄
り
往
亊
を

　

尋
ね
れ
ば
此
寺
や
我
祖
光
義

　

が
創
め
て
立
ら
れ
し
い
わ
れ
家
也

　

帰
る
所
に
違
ハ
さ
り
し
よ
め
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

源
義
透

　
　

尋
ぬ
れ
は
ゆ
か
り
も
志
る
き

　
　
　
　
　
　
　
　

古
寺
の

　
　
　
　

む
か
し
を
忍
ふ
入
相
の
鐘

（ひたちなか市　大山富彌 氏所蔵）


