
  

 

筑波山系を背にし，水田地帯を前に建つ山口小学校（上） 

校倉・土倉・板倉の３棟が復元された平沢官衙遺跡（下） 

 （いずれも鴻巣茂蔵） 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

     
 

                    

 
 

平
沢
集
落 

 

平
沢
に
は
、
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
に
掛

け
て
、
常
陸
国
筑
波
郡
の
郡
衙
が
置
か
れ
て
い

ま
し
た
。
現
在
、
郡
衙
の
跡
地
（
平
沢
官
衙
遺

跡
）
（
注
１
）
は
、
国
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
、

そ
こ
に
は
、
校
倉
・
土
倉
・
板
倉
の
３
棟
が
復

元
さ
れ
て
い
ま
す
。
生
家
の
大
久
保
家
は
、
郡

衙
跡
か
ら
約
400
ｍ
山
側
に
入
っ
た
所
に
あ
り

ま
す
。
当
時
の
戸
数
は
約
90
、
住
民
500
人
。

８
割
が
農
家
、
他
に
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
世
帯
が

10
軒
ほ
ど
。
小
売
店
が
２
軒
、
石
材
業
な
ど

の
自
営
が
５
軒
ほ
ど
あ
り
ま
し
た
。
平
沢
の
山

の
石
は
、
「
オ
ン
ジ
ャ
ク
石
」
と
呼
ば
れ
、
古

く
は
古
墳
の
石
材
と
し
て
も
使
わ
れ
て
い
ま

し
た
が
、
当
時
は
墓
石
や
記
念
碑
の
用
材
と
し

て
、
加
工
、
出
荷
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

 
私
が
通
っ
た
山
口
小
学
校
は
、
１
学
年
１
ク

ラ
ス
の
小
さ
な
学
校
で
、
児
童
数
は
私
の
学
年

が
１
番
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も
35

人
ほ
ど
で
し
た
。
1963(

昭
和
38)

年
度
に
は
北

条
中
学
校
に
進
み
ま
し
た
が
、
私
た
ち
が
最
後

の
卒
業
生
と
な
り
、
翌
年
度
に
は
、
北
条
中
は

田
井
中
と
と
も
に
筑
波
東
中
学
校
に
な
り
ま

し
た
。
2018
（
平
成
30
）
年
４
月
に
は
、
旧
筑

波
町
の
全
て
の
小
中
学
校
が
、
つ
く
ば
市
立
秀

峰
筑
波
義
務
教
育
学
校
に
統
合
さ
れ
ま
し
た

が
、
各
小
中
学
校
を
中
心
に
育
ま
れ
て
き
た
地

域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
消
え
て
い
く
の
は
、
寂

し
い
限
り
で
す
。 

 
 

子
ど
も
の
仕
事 

 

大
久
保
家
は
、
代
々
農
業
を
営
ん
で
お
り
、

両
親
も
、
米
・
小
麦
・
大
麦
・
大
豆
・
ジ
ャ
ガ

イ
モ
・
サ
ツ
マ
イ
モ
・
野
菜
・
茶
・
ホ
ウ
キ
モ

ロ
コ
シ
（
注
２
）
な
ど
を
作
っ
て
い
ま
し
た
。

現
在
ス
ー
パ
ー
に
並
ん
で
い
る
野
菜
類
は
、
殆

ど
を
栽
培
し
て
い
ま
し
た
。
屋
敷
に
は
、
柿
・

蜜
柑
・
夏
蜜
柑
・
梅
・
李
な
ど
の
木
が
あ
り
、

果
物
に
は
不
自
由
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
、

養
蚕
も
営
ん
で
お
り
、
年
中
、
農
作
業
に
追
わ

れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
両
親
・
祖
父
増

太
郎
・
長
兄
勝
弘
・
次
兄
直
利
と
私
と
の
６
人

家
族
が
、
毎
日
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
事
を
受
け
持
っ

て
い
ま
し
た
。 

  

私
の
仕
事
は
、
朝
の
家
畜
へ
の
餌
遣
り
か
ら

始
ま
り
ま
す
。
農
耕
・
運
搬
に
使
っ
て
い
た
馬

（
後
に
牛
）
に
は
、
切
り
藁
と
糠
と
を
混
ぜ
た

も
の
を
飼
い
葉
桶
に
入
れ
て
与
え
ま
し
た
。
鶏

に
は
、
雑
穀
・
野
菜
屑
や
木
の
実
を
、
た
ま
に

近
く
の
池
や
川
な
ど
か
ら
獲
っ
て
き
た
ア
メ

リ
カ
ザ
リ
ガ
ニ
を
潰
し
て
与
え
て
い
ま
し
た
。

ザ
リ
ガ
ニ
を
食
べ
さ
せ
る
と
卵
の
殻
が
赤
み

を
帯
び
ま
す
。
毎
日
２
～
３
個
の
卵
が
採
れ
、

食
卓
に
上
っ
て
い
ま
し
た
。
兎
も
飼
っ
て
い
ま

し
た
。
道
端
に
生
え
て
い
る
雑
草
の
葉
を
与
え

て
お
け
ば
、
元
気
に
育
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

ま
た
、
学
校
か
ら
帰
る
と
、
風
呂
仕
事
が
待

っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
水
汲
み
か
ら
始
ま

り
ま
す
。
敷
地
内
に
あ
る
井
戸
の
水
量
が
少
な

か
っ
た
の
で
、
家
の
下
を
流
れ
る
沢
の
水
も
汲

ん
で
来
て
加
え
な
い
と
十
分
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
バ
ケ
ツ
を
両
手
に
ぶ
ら
下
げ
て
、
沢
か
ら

母
屋
側
の
外
風
呂
小
屋
ま
で
、
50
ｍ
の
坂
道

を
２
～
３
回
往
復
し
ま
し
た
。
燃
料
は
薪
で

す
。
電
化
製
品
は
勿
論
、
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
や
石

油
コ
ン
ロ
さ
え
普
及
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、

風
呂
釜
で
も
薪
を
燃
や
し
ま
し
た
。
薪
に
火
を

点
け
る
た
め
に
は
、
松
葉
や
小
枝
が
必
要
で

す
。
裏
山
へ
行
っ
て
、
落
ち
て
い
る
松
葉
を
背

負
い
籠
一
杯
に
浚
っ
て
来
ま
す
。
そ
の
時
、
小

枝
も
一
緒
に
拾
い
集
め
ま
す
。
枯
れ
た
松
葉
は

油
分
が
多
く
、
焚
き
付
け
に
は
最
適
で
す
。
風

呂
だ
け
で
な
く
、
竈
【
か
ま
ど 

鍋
・
釜
な
ど

を
掛
け
て
、
そ
の
下
で
火
を
焚
い
て
煮
炊
き
す

る
た
め
の
設
備
】
の
焚
き
付
け
に
も
使
い
ま
し

た
。
風
呂
釜
で
は
、
マ
ッ
チ
で
松
葉
に
火
を
点

け
、
小
枝
へ
、
薪
へ
、
と
燃
え
る
炎
を
移
動
さ

せ
ま
す
。
火
吹
き
竹
を
使
っ
て
焚
き
付
け
る
の

で
す
が
、
初
め
は
要
領
が
分
か
ら
ず
、
煙
ば
か

り
で
む
せ
返
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
し
た
が
、

コ
ツ
を
覚
え
る
と
簡
単
に
火
を
点
け
ら
れ
ま

し
た
。
が
、
風
呂
が
沸
き
上
が
る
ま
で
は
風
呂

釜
の
側
に
付
い
て
、
薪
を
く
べ
続
け
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
間
は
、
漫
画
を
夢
中
で
読

み
ま
し
た
。
当
時
、
『
少
年
』
と
『
少
年
画
報
』

が
発
行
さ
れ
て
い
ま
し
た
【
両
誌
と
も
昭
和

20
年
代
に
創
刊
さ
れ
、
40
年
代
に
休
刊
】
が
、

小
遣
い
が
少
な
か
っ
た
の
で
、
従
兄
弟
が
読
み

終
え
た
も
の
を
貰
っ
て
来
て
い
ま
し
た
。
特

に
、｢

鉄
人
28
号｣｢

赤
銅
鈴
之
助｣｢

ま
ぼ
ろ
し

探
偵｣

の
、
正
義
が
悪
を
倒
す
痛
快
さ
が
最
高

で
し
た
。 

 

風
呂
が
沸
く
と
、
薪
の
燃
え
残
り
は
火
消
し

壺
に
入
れ
、
消
し
炭
【
残
っ
た
炭
火
や
燃
え
た

薪
の
火
を
消
し
て
作
っ
た
炭
】
に
し
ま
す
。
こ

の
炭
は
、
火
鉢
や
炬
燵
で
使
っ
た
り
、
火
点
き

が
良
い
の
で
、
木
炭
を
火
熾
す
際
の
火
種
に
し

た
り
し
ま
す
。 

山
の
木
々
が
唯
一
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
時

代
で
し
た
の
で
、
冬
に
な
る
と
、
一
家
で
、
持

ち
山
か
ら
１
年
分
の
燃
料
と
し
て
、
間
伐
材
を

何
日
も
掛
け
て
切
り
出
し
て
、
木
小
屋
に
積
み

重
ね
て
乾
燥
さ
せ
て
お
き
ま
す
。
特
に
椚
【
く

ぬ
ぎ 

10
年
く
ら
い
の
間
隔
で
伐
採
し
、
伐

採
後
に
は
直
ぐ
に
植
林
し
た
。
】
は
、
木
炭
の

材
料
に
な
り
ま
す
。
木
炭
は
、
養
蚕
で
暖
を
取

る
時
の
必
需
品
で
し
た
。
隣
家
が
炭
焼
き
窯
を

持
っ
て
い
た
の
で
、
頼
ん
で
焼
い
て
も
ら
い
ま

し
た
。
手
間
賃
を
焼
き
上
が
っ
た
木
炭
で
払
っ

て
い
ま
し
た
。
七
輪
が
出
回
る
と
、
大
き
な
炉

を
必
要
と
し
な
い
練
炭
（
注
３
）
や
豆
炭
（
注

４
）
の
方
が
使
い
勝
手
が
良
く
、
北
条
【
現
つ

く
ば
市
北
条
】
の
燃
料
店
か
ら
購
入
す
る
こ
と

で
、
木
炭
は
、
以
前
ほ
ど
は
必
要
な
く
な
り
ま

し
た
。 

 
 

農
作
業 

 

一
年
の
農
作
業
は
、
俵
や
縄
、
莚
作
り
か
ら

始
ま
り
ま
す
。
冬
の
雨
の
日
に
は
、
父
と
母
と

が
協
力
し
て
や
っ
て
い
ま
し
た
。
時
に
は
夜
鍋

す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
麦
が
芽
を
出
す

と
、
麦
踏
み
で
す
。
こ
れ
は
子
ど
も
に
も
で
き

ま
す
か
ら
、
休
み
の
日
に
は
、
兄
た
ち
と
一
緒

に
手
伝
い
ま
し
た
。
春
、
雲
雀
が
囀
る
よ
う
に

な
る
と
、
米
作
り
が
始
ま
り
ま
す
。
田
起
こ
し
、

２０２０(令和２)年６月 16 日 
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筑波山麓・里山の暮らし 
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←
南
側 

苗
代
作
り
、
田
畦
か
け
、
代
掻
き
、
田
植
え
、

と
続
き
ま
す
。
こ
の
間
に
は
、
養
蚕
、
麦
刈
り
、

茶
摘
み
・
製
茶
作
業
も
重
な
り
、
猫
の
手
も
借

り
た
い
ほ
ど
で
す
。
田
植
え
は
、
新
宅
（
分
家
）

の
人
や
結
仲
間
の
人
に
も
手
伝
っ
て
も
ら
い

ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
も
、
一
日
中
、
苗
運
び

な
ど
の
野
良
仕
事
に
追
わ
れ
ま
す
。
流
石
に
、

疲
れ
る
作
業
で
し
た
が
、
楽
し
み
が
一
つ
あ
り

ま
し
た
。
そ
れ
は
、
魚
が
食
べ
ら
れ
る
こ
と
で

す
。
田
植
え
の
日
に
は
、
北
条
の
魚
屋
に
出
張

販
売
に
来
て
も
ら
い
、
鰹
を
２
～
３
尾
ま
と
め

て
買
い
ま
す
。
刺
身
に
捌
い
て
も
ら
い
、
残
り

は
煮
付
け
用
の
切
り
身
で
す
。
田
植
え
が
終
わ

る
と
、
手
伝
い
の
人
た
ち
に
は
、
刺
身
、
天
ぷ

ら
、
煮
物
な
ど
の
、
当
時
と
し
て
は
最
高
の
ご

馳
走
が
振
る
舞
わ
れ
ま
し
た
。
大
人
た
ち
は
、

刺
身
で
一
杯
や
る
の
で
す
が
、
子
ど
も
た
ち

は
、
鰹
の
刺
身
や
煮
付
け
を
お
か
ず
に
し
て
白

飯
を
腹
い
っ
ぱ
い
食
べ
ま
し
た
。
平
沢
に
は
魚

屋
が
無
く
、
魚
は
滅
多
に
食
べ
ら
れ
ま
せ
ん
。

買
っ
て
食
べ
た
魚
と
し
て
は
、
鰹
や
秋
刀
魚
、

新
巻
鮭
く
ら
い
し
か
思
い
出
せ
ま
せ
ん
。
秋
に

な
る
と
、
大
洗
か
ら
ト
ラ
ッ
ク
で
秋
刀
魚
を
売

り
に
来
ま
し
た
。
バ
ケ
ツ
に
山
盛
り
に
買
い
、

醤
油
で
煮
込
ん
だ
り
、
塩
漬
け
に
し
た
り
し

て
、
毎
日
食
べ
ま
し
た
。
２
～
３
日
は
い
い
の

で
す
が
、
い
く
ら
魚
を
食
べ
て
い
な
い
と
言
っ

て
も
、
１
週
間
も
続
く
と
、
他
の
物
が
欲
し
く

な
り
ま
す
。
年
末
に
な
る
と
、
北
条
の
魚
屋
の

店
先
に
新
巻
鮭
が
吊
る
さ
れ
ま
す
。
各
家
庭
で

正
月
用
に
１
尾
買
っ
て
帰
り
ま
す
。
冷
蔵
庫
の

無
い
時
代
で
す
か
ら
、
防
腐
の
た
め
に
塩
が
吹

き
出
る
ほ
ど
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
冷
蔵
庫
が
普

及
し
、
健
康
志
向
の
風
潮
も
あ
っ
て
、
塩
の
効

い
た
鮭
は
姿
を
消
し
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
炊

き
た
て
の
麦
飯
（
白
米
８
割
大
麦
２
割
）
と
一

緒
に
食
べ
た
、
あ
の
塩
鮭
の
味
は
格
別
で
し

た
。
血
圧
な
ど
を
あ
ま
り
気
に
し
な
い
人
も
い

る
で
し
ょ
う
か
ら
、
昔
の
新
巻
鮭
を
是
非
復
活

さ
せ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。 

 
 

養
蚕
は
５
月
頃
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
春
に
な

る
と
、
業
者
が
蚕
種
【
さ
ん
し
ゅ 

蚕
の
卵
。

蚕
蛾
に
産
卵
さ
せ
た
紙
を
蚕
紙
（
蚕
種
紙
）
と

言
い
、
蚕
種
製
造
業
者
に
よ
っ
て
製
造
さ
れ

た
。
彼
ら
は
、
品
種
改
良
を
重
ね
、
飼
育
が
容

易
で
高
品
質
か
つ
大
糸
量
を
得
ら
れ
る
繭
を

作
る
蚕
を
開
発
し
、
ま
た
飼
育
法
を
指
導
し
、

養
蚕
農
家
を
支
え
た
。
】
を
届
け
て
く
れ
ま
し

た
。
こ
れ
を
孵
化
さ
せ
て
蚕
を
飼
育
し
、
繭
を

作
ら
せ
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
も
、
桑
の
葉
を

蚕
に
食
べ
さ
せ
る
手
伝
い
を
す
る
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
。
夏
は
家
の
土
間
や
納
屋
で
飼
っ
て

い
ま
し
が
、
春
・
秋
に
は
座
敷
に
移
し
、
部
屋

に
目
張
り
を
し
て
、
七
輪
や
炭
火
鉢
で
部
屋
全

体
を
暖
め
て
い
ま
し
た
。
居
間
な
ど
の
暖
房

は
、
火
鉢
か
炬
燵
く
ら
い
で
、
寒
さ
対
策
と
し

て
は
我
慢
し
か
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
お
蚕
さ

ま
【
貴
重
な
現
金
収
入
源
で
あ
っ
た
蚕
は
、
各

地
で
こ
う
呼
ば
れ
て
い
た
。
】
は
特
別
で
し
た

の
で
、
肌
寒
い
日
に
は
、
蚕
部
屋
に
転
が
り
込

ん
で
寝
て
い
ま
し
た
。
蚕
の
糞
の
臭
い
が
気
に

は
な
り
ま
し
た
が
、
春
の
よ
う
な
温
も
り
で
、

気
持
ち
良
さ
は
格
別
で
し
た
。
桑
の
葉
の
取
れ

高
に
よ
っ
て
違
っ
て
き
ま
す
が
、
繭
は
、
年
に

３
回
く
ら
い
出
荷
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
に
も
、

業
者
が
集
荷
に
来
て
い
ま
し
た
。 

 
 

田
植
え
が
終
わ
る
と
、
暑
い
中
、
田
の
草
取

り
が
続
け
ら
れ
ま
し
た
。
平
沢
で
は
、
沢
の
水

が
農
業
用
水
で
あ
り
、
雨
が
少
な
い
と
、
僅
か

な
流
れ
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
降
水
量
が
少

な
く
、
田
が
干
上
が
っ
て
し
ま
う
年
に
は
、「
水

引
き
」
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
「
水
引
き
」
と
は
、

少
な
い
水
を
必
要
に
応
じ
て
分
け
合
う
こ
と

で
す
。
そ
れ
は
、
大
概
、
夜
に
行
わ
れ
ま
す
。

昼
間
に
、
所
有
す
る
水
田
の
水
の
必
要
量
を
確

認
し
て
お
き
ま
す
。
夜
に
は
、
参
加
し
た
水
引

き
仲
間
同
士
で
、
沢
の
水
を
懐
中
電
灯
で
照
ら

し
、
目
で
追
い
な
が
ら
、
互
い
の
取
水
量
を
調

整
し
て
い
き
ま
す
（
降
水
量
が
多
い
年
は
、
田

の
水
量
は
十
分
確
保
さ
れ
、
水
引
き
の
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。
）
。 

 

10
月
の
稲
刈
り
は
、
新
宅
の
人
と
一
緒
に

行
い
ま
し
た
。
刈
り
取
り
が
終
わ
る
と
、
お
だ

掛
け
【
稲
架
に
稲
を
掛
け
る
作
業
】
、
脱
穀
、

天
日
干
し
、
籾
摺
り
【
も
み
す
り 

籾
か
ら
籾

殻
を
取
り
除
い
て
玄
米
に
す
る
こ
と
】
、
と
作

業
が
続
き
ま
し
た
が
、
仲
秋
で
気
候
も
よ
い
の

で
、
田
植
え
や
夏
の
除
草
ほ
ど
苦
に
は
な
り
ま

せ
ん
。
そ
し
て
、
何
よ
り
、
収
穫
の
喜
び
が
あ

り
ま
す
。
収
穫
し
た
米
は
、
自
家
用
を
除
い
て
、

農
協
を
通
じ
て
出
荷
し
ま
し
た
。
米
は
北
条
米

（
注
５
）
と
し
て
出
荷
さ
れ
ま
し
た
が
、
北
条

米
の
中
で
も
、
山
か
ら
湧
き
出
た
沢
水
と
砂
目

の
田
で
育
て
た
平
沢
米
が
、
一
番
美
味
し
い
、

と
自
負
し
て
い
ま
す
。 

           
 

 

（
注
１
）
平
沢
官
衙
遺
跡 

奈
良
・
平
安
時
代
の

常
陸
国
筑
波
郡
の
郡
衙
跡
で
、
1975
（
昭
和
50
）
年

か
ら
調
査
が
行
わ
れ
、
そ
の
重
要
性
か
ら
1980
（
昭

和
55
）
年
に
国
指
定
史
跡
に
指
定
さ
れ
た
。
通
常
、

郡
衙
を
構
成
す
る
建
物
と
し
て
は
、
政
庁
（
儀
式

を
行
い
、
役
人
が
執
務
す
る
場
所
）
、
正
倉
（
保

管
倉
庫
）
、
館
（
国
司
な
ど
の
地
方
巡
視
の
際
に

宿
泊
・
饗
応
す
る
場
所
）
、
厨
屋
（
く
り
や 

食
事

を
作
る
場
所
）
な
ど
が
あ
っ
た
が
、
平
沢
官
衙
遺

跡
は
、
こ
の
中
の
正
倉
部
分
と
言
わ
れ
て
い
る
。

正
倉
は
、
農
民
か
ら
納
め
ら
れ
た
租
税
の
稲
を
蓄

え
て
お
く
倉
庫
で
、
非
常
用
に
備
え
た
穀
稲
（
こ
く

と
う 

脱
穀
さ
れ
た
稲
）
と
出
挙
（
す
い
こ 

国
家

が
春
に
稲
を
貸
し
付
け
、
秋
の
収
穫
時
に
高
い
利

息
と
と
も
に
徴
収
す
る
。
）
な
ど
に
用
い
ら
れ
た

頴
稲
（
え
い
と
う 

穂
首
で
刈
り
取
っ
て
稲
穂
が
付

い
た
状
態
の
稲
）
と
は
、
別
々
の
建
物
に
蓄
え
ら

れ
て
い
た
。
穀
稲
は
、
30
年
間
分
を
保
存
す
る
た

め
、
か
な
り
の
重
量
に
な
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
建

物
の
基
礎
は
、
粘
土
を
厚
く
突
き
固
め
た
版
築
と

い
う
技
法
で
造
ら
れ
て
い
る
。 

 
 

東
西
200m
、
南
北
160m
の
調
査
範
囲
内
で
、
地
面
に

方
形
の
大
き
な
穴
を
掘
り
、
柱
を
据
え
た
、
掘
立

柱
建
物
跡
が
55
棟
分
確
認
さ
れ
、
う
ち
３
分
の
２

は
高
床
式
倉
庫
と
想
定
さ
れ
る
総
柱
式
建
物
跡

で
、
建
物
方
向
（
方
位
）
が
２
つ
に
分
か
れ
る
も

の
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
中
で
整
然
と
配
置
さ
れ
て
い

た
（
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
正
倉
区
域
と
し
て
は

全
国
屈
指
の
規
模
）
。
こ
れ
ら
の
建
物
は
、
８
世

紀
前
半
に
建
て
ら
れ
た
後
、
少
な
く
と
も
２
回
の

建
て
替
え
を
経
て
、
11
世
紀
に
掛
け
て
存
続
し
た

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
現
在
は
、
高
床
式
倉
庫
３

棟
が
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
古
代
の
工
法
で
復
元

さ
れ
、
史
跡
公
園
と
し
て
整
備
さ
れ
、
管
理
棟
に

は
地
元
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
常
駐
し
て
い
る
。 

（
注
２
）
ホ
ウ
キ
モ
ロ
コ
シ 

箒
草
と
も
言
い
、

茎
か
ら
収
穫
し
、
足
踏
み
脱
穀
機
で
実
を
取
り
除

き
、
茎
に
熱
湯
を
掛
け
た
後
、
天
日
干
し
を
す
る
。

箒
の
材
料
と
し
て
業
者
が
買
い
取
り
に
来
る
。 

（
注
３
）
練
炭
（
煉
炭
） 

石
炭
や
コ
ー
ク
ス
、

木
炭
な
ど
の
粉
を
結
着
剤
と
と
も
に
蓮
根
状
の
穴

を
有
す
る
円
筒
形
に
成
型
し
た
も
の
。
冬
の
季
語
。

（
注
４
）
豆
炭 

石
炭
、
低
温
コ
ー
ク
ス
、
亜
炭
、

無
煙
炭
、
木
炭
な
ど
の
粉
を
混
ぜ
、
結
着
剤
と
と

も
に
握
り
拳
の
大
き
さ
に
成
型
し
た
固
形
燃
料
。

冬
の
季
語
。 

（
注
５
）
北
条
米 

平
沢
官
衙
遺
跡
周
辺
で
現
在

栽
培
さ
れ
て
い
る
コ
シ
ヒ
カ
リ
。
昭
和
初
期
に
は
、

皇
室
へ
の
献
上
米
に
選
ば
れ
、
高
級
料
理
店
で
使

わ
れ
て
い
た
。
今
で
も
、
東
京
銀
座
の
高
級
寿
司

店
が
直
接
買
い
付
け
に
来
て
い
る
。
北
条
の
米
穀

商
大
塚
総
一
郎
に
よ
っ
て
売
り
出
さ
れ
、
か
つ
て

は
「
北
米
」（
ま
る
き
た
ま
い
）
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

産
地
は
桜
川
の
東
側
（
筑
波
・
田
井
・
平
沢
・
北

条
・
小
田
）
に
限
定
さ
れ
、
筑
波
山
や
そ
の
山
系

か
ら
湧
き
出
る
清
流
、
花
崗
岩
が
風
化
し
た
茶

褐
色
の
砂
目
土
壌
、
夏
は
涼
し
く
冬
は
比
較
的

温
暖
な
気
候
な
ど
の
諸
条
件
に
そ
の
旨
さ
の
秘

密
が
あ
る
と
言
う
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
高
21
回 

松
井
泰
寿
） 
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久
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