
  

 

八幡川付近から見た、平沢集落と

昭和 54・56・59年度に本校「歩

く会」のコースとなった道路（右） 

平沢と山口の境を流れる八幡川。

この左方 50m上流がかがり場。 

遠景は山口集落（下） 
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野
山
で
の
遊
び 

 

浅
春
、
里
山
に
馥
郁
た
る
梅
の
香
が
漂
い
始

め
る
と
、
至
る
所
で
フ
キ
ノ
ト
ウ
（
蕗
の
薹
）

が
芽
を
出
し
ま
す
。
子
ど
も
で
も
持
ち
き
れ
な

い
ほ
ど
採
れ
ま
し
た
。
そ
の
香
気
と
ほ
ろ
苦
い

味
と
が
喜
ば
れ
、
大
人
た
ち
は
、
焼
い
た
り
天

ぷ
ら
に
し
て
賞
味
し
て
い
ま
し
た
が
、
子
ど
も

の
私
に
は
、
そ
の
苦
味
が
ど
う
し
て
も
馴
染
め

ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
茹
（
ゆ
）
で
て
灰

汁
（
あ
く
）
抜
き
を
し
た
フ
キ
ノ
ト
ウ
を
細
か

く
刻
ん
で
、
焼
き
味
噌
や
練
り
味
噌
に
擦
り
混

ぜ
た
蕗
味
噌
は
、
苦
味
も
薄
ま
り
、
春
一
番
の

ご
飯
の
友
と
な
り
ま
し
た
。 

 

新
緑
の
季
節
に
は
、
ワ
ラ
ビ
（
蕨
）
や
ゼ
ン

マ
イ
（
薇
）
、
タ
ラ
の
芽
な
ど
の
山
菜
が
採
れ

ま
す
。
子
ど
も
た
ち
は
、
大
人
か
ら
採
り
方
を

教
わ
り
、
山
に
入
っ
て
行
き
ま
す
。
タ
ラ
の
芽

は
天
ぷ
ら
、
ワ
ラ
ビ
【
灰
汁
抜
き
が
必
要
で
あ

る
。
】
や
ゼ
ン
マ
イ
は
お
浸
し
や
煮
物
に
な
り

ま
し
た
。
ま
た
、
ワ
ラ
ビ
・
ゼ
ン
マ
イ
は
、
天

日
干
し
さ
れ
、
保
存
食
に
も
な
り
ま
し
た
。 

夏
休
み
に
は
、
昆
虫
採
集
で
山
野
を
駆
け
巡

り
ま
し
た
。
虫
籠
（
む
し
か
ご
）
を
ぶ
ら
下
げ

捕
虫
網
を
手
に
、
ト
ン
ボ
（
蜻
蛉
）
・
セ
ミ

（
蝉
）・
カ
ブ
ト
ム
シ
（
甲
虫
）・
チ
ョ
ウ
（
蝶
）・

ガ
（
蛾
）
・
ホ
タ
ル
（
蛍
）
な
ど
を
手
当
た
り

次
第
に
捕
り
、
標
本
に
し
、
夏
休
み
の
自
由
研

究
と
し
て
提
出
し
ま
し
た
。
私
た
ち
は
、
苦
労

し
て
捕
ま
え
た
オ
ニ
ヤ
ン
マ
や
ク
ワ
ガ
タ
（
鍬

形
）
な
ど
を
自
慢
し
合
っ
て
い
ま
し
た
。 

夏
休
み
の
私
に
は
、
密
か
な
楽
し
み
も
あ
り

ま
し
た
。
家
の
裏
の
林
に
ツ
リ
ー
ハ
ウ
ス
を
造

っ
て
い
た
の
で
す
。
昼
食
の
後
、
樹
上
の
小
屋

に
入
り
、
マ
ー
ク
・
ト
ウ
ェ
イ
ン
の
『
ハ
ッ
ク

ル
ベ
リ
ー
・
フ
ィ
ン
の
冒
険
』
の
主
人
公
・
ハ

ッ
ク
よ
ろ
し
く
、
物
思
い
に
耽
っ
て
い
ま
し

た
。
い
つ
の
間
に
か
眠
っ
て
し
ま
い
ま
し
た

が
、
あ
の
心
地
好
さ
は
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。 

 

秋
は
キ
ノ
コ
（
茸
）
狩
り
で
す
。
ア
ミ
タ
ケ
・

ハ
ツ
タ
ケ
・
ホ
ウ
キ
タ
ケ
。
こ
れ
ら
は
子
ど
も

で
も
直
ぐ
に
見
分
け
が
付
き
ま
す
か
ら
、
み
ん

な
で
採
り
に
行
き
ま
し
た
。
何
年
か
行
く
う
ち

に
、
よ
く
採
れ
る
場
所
が
分
か
っ
て
き
ま
す

が
、
教
え
合
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
採
れ
た

キ
ノ
コ
は
、
味
噌
汁
や
け
ん
ち
ん
汁
の
具
や
炒

め
物
と
し
て
頂
き
ま
し
た
が
、
中
に
は
、
塩
漬

け
に
し
て
保
存
食
に
す
る
家
も
あ
り
ま
し
た
。 

 

山
は
、
子
ど
も
た
ち
に
お
や
つ
も
恵
ん
で
く

れ
ま
し
た
。
初
夏
か
ら
秋
に
掛
け
て
は
、
ク
サ

イ
チ
ゴ
・
バ
ラ
イ
チ
ゴ
・
モ
ミ
ジ
イ
チ
ゴ
な
ど

の
野
イ
チ
ゴ
が
次
々
と
実
を
付
け
ま
す
が
、
ヘ

ビ
イ
チ
ゴ
の
よ
う
に
苦
く
て
食
べ
ら
れ
な
い

も
の
も
あ
る
の
で
、
子
ど
も
た
ち
は
〝
苦
い
思

い
〟
を
し
な
が
ら
、
見
分
け
方
を
覚
え
て
い
き

ま
し
た
。
夏
の
終
わ
り
に
は
、
ア
ケ
ビ
（
通
草
）

や
山
ブ
ド
ウ
（
葡
萄
）
が
熟
れ
て
き
ま
す
。
ア

ケ
ビ
は
熟
し
た
柿
の
よ
う
な
味
で
、
山
遊
び
の

子
ど
も
た
ち
に
は
恰
好
の
お
や
つ
で
し
た
。 

 
  

水
遊
び 

 

春
、
川
や
池
の
水
が
温
ん
で
く
る
と
、
魚
釣

り
が
始
ま
り
ま
す
。
堆
肥
小
屋
に
積
ん
で
あ
る

堆
肥
の
中
に
は
ミ
ミ
ズ
（
蚯
蚓
）
が
驚
く
ほ
ど

居
ま
す
。
そ
れ
を
餌
に
八
幡
川
や
近
く
の
農
業

用
の
溜
池
で
、
フ
ナ
（
鮒
）
・
オ
ボ
ソ
・
ヤ
マ

ベ
な
ど
を
釣
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

ア
メ
リ
カ
ザ
リ
ガ
ニ
も
釣
り
ま
し
た
。
先

ず
、
カ
エ
ル
（
蛙
）
を
捕
ま
え
ま
す
。
腿
の
肉

を
餌
に
す
る
た
め
で
、
凧
糸
（
た
こ
い
と
）
の

先
に
餌
を
縛
っ
て
放
り
込
む
と
、
餌
を
ハ
サ
ミ

で
掴
ん
だ
ザ
リ
ガ
ニ
が
、
そ
の
ま
ま
吊
り
上
が

っ
て
き
ま
す
。
ザ
リ
ガ
ニ
が
捕
れ
出
せ
ば
、
そ

の
尾
の
肉
が
餌
に
な
り
ま
し
た
。
ザ
リ
ガ
ニ
は

小
さ
い
子
で
も
釣
れ
ま
す
。
釣
り
針
を
使
っ
て

い
な
い
の
で
、
ハ
サ
ミ
を
放
せ
ば
逃
げ
ら
れ
る

の
で
す
が
、
ザ
リ
ガ
ニ
た
ち
は
何
を
考
え
て
い

る
の
か
、
放
す
気
配
は
一
向
に
あ
り
ま
せ
ん
。

バ
ケ
ツ
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
ザ
リ
ガ
ニ
は
、
潰

さ
れ
て
鶏
の
餌
に
な
り
ま
し
た
。 

 
 

乗
っ
込
み
（
産
卵
）
の
時
期
に
は
、
雨
が
降

る
と
、
コ
イ
（
鯉
）
や
フ
ナ
、
ウ
ナ
ギ
（
鰻
）

が
産
卵
場
所
に
集
ま
っ
て
き
ま
す
。
攩
網
（
た

も
あ
み
）
を
持
っ
て
急
ぎ
ま
し
た
。
小
川
の
淀

み
に
は
産
卵
を
控
え
た
コ
イ
や
フ
ナ
が
う
よ

う
よ
居
ま
す
。
攩
網
で
掬
い
ま
す
が
、
網
に
収

ま
ら
な
い
も
の
も
居
ま
し
た
。
ウ
ナ
ギ
は
滅
多

に
捕
れ
ま
せ
ん
。
母
が
、
鱗
と
内
臓
と
を
取
り

除
い
て
、
コ
イ
は
輪
切
り
に
し
て
、
フ
ナ
は
丸

ご
と
、
大
き
な
鍋
で
甘
露
煮
に
し
て
く
れ
ま
し

た
。
真
子
【
ま
こ 

魚
類
の
腹
に
あ
る
卵
。
白

子
（
し
ら
こ)

に
対
し
て
言
う
。
】
は
、
子
ど

も
同
士
で
取
り
合
い
を
し
て
食
べ
ま
す
。
大
漁

の
時
に
は
近
所
へ
お
裾
分
け
も
し
ま
し
た
。 

 
 

気
温
が
上
が
り
、
川
に
入
れ
る
よ
う
に
な
る

と
、
ド
ジ
ョ
ウ
（
泥
鰌
）
や
シ
ジ
ミ
（
蜆
）
を

捕
り
ま
し
た
。
ド
ジ
ョ
ウ
は
笊
（
ざ
る
）
や
篩

（
ふ
る
い
）
で
、
シ
ジ
ミ
は
手
で
捕
り
ま
す
。

ド
ジ
ョ
ウ
は
逃
げ
ま
す
が
、
逃
げ
足
の
速
い
シ

ジ
ミ
は
居
ま
せ
ん
か
ら
、
見
付
け
さ
え
す
れ

ば
、
小
さ
な
子
で
も
捕
れ
ま
す
。 

上
高
津
貝
塚
（
注
１
）
な
ど
の
霞
ヶ
浦
沿
岸

の
縄
文
遺
跡
か
ら
膨
大
な
量
の
貝
殻
が
出
土

す
る
の
は
、
当
時
は
海
で
あ
っ
た
霞
ヶ
浦
の
魚

介
類
の
豊
か
さ
を
示
す
も
の
で
す
が
、
何
よ

り
、
貝
類
は
女
性
や
子
ど
も
で
も
簡
単
に
捕
れ

た
こ
と
に
よ
る
の
で
し
ょ
う
。 

我
が
家
で
も
、
ド
ジ
ョ
ウ
は
ド
ジ
ョ
ウ
汁
や

柳
川
鍋
と
し
て
、
シ
ジ
ミ
は
シ
ジ
ミ
汁
と
し
て

食
し
、
縄
文
人
と
同
じ
く
、
貴
重
な
栄
養
源
と

な
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

真
夏
に
は
、
山
口
集
落
と
の
境
に
な
っ
て
い

る
八
幡
川
で
「
か
が
り
【
川
や
池
の
一
部
を
塞

き
止
め
、
そ
の
中
の
水
を
汲
み
出
し
、
魚
を
捕

る
こ
と
。
「
柴
堰
（
し
ば
せ
き
）
」
・
「
掻
い

掘
り
」
な
ど
と
言
う
所
も
あ
る
。
】
」
が
行
わ

れ
ま
し
た
。
全
員
が
裸
に
な
っ
て
川
に
入
り
、

土
手
の
石
や
泥
を
積
み
、
川
の
一
部
を
堰
で
塞

ぎ
ま
す
。
堰
が
完
成
す
る
と
、
バ
ケ
ツ
で
水
を

汲
み
出
し
ま
す
。
全
員
泥
だ
ら
け
に
な
っ
て
作

業
を
暫
く
続
け
る
と
疲
れ
て
き
ま
す
が
、
大
き

な
コ
イ
や
フ
ナ
な
ど
の
背
鰭
（
せ
び
れ
）
が
見

え
る
と
、
も
う
大
騒
ぎ
。
疲
れ
も
忘
れ
て
力
が

入
り
ま
す
。
一
網
打
尽
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

堰
の
中
の
魚
は
捕
り
放
題
で
す
。
コ
イ
・
フ

ナ
・
オ
ボ
ソ
・
ヤ
マ
ベ
か
ら
ド
ジ
ョ
ウ
・
小
エ

ビ
ま
で
。
ウ
ナ
ギ
を
捕
ま
え
た
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
捕
れ
た
も
の
が
各
家
庭
の
食
卓
に
上
っ
た

こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

暑
さ
が
厳
し
い
日
に
は
、
近
く
の
溜
池
や
八

幡
川
で
泳
ぎ
ま
し
た
。
殆
ど
が
水
泳
パ
ン
ツ
を

持
っ
て
い
な
い
の
で
、
下
着
の
ま
ま
泳
い
で
い

ま
す
。
水
は
清
冽
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
気
に

な
る
ほ
ど
の
汚
れ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

２０２０(令和２)年９月８日 
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筑波山麓・里山での暮らし ３  

 子どもたちは、学校や家の手伝いが終わると、家の近い者同士で誘

い合い、外で遊び回っていました。年少者は年長者の後に付いて、遊

びのルールや自然の営みを学んでいきました。今号では、高 21回鴻巣

（旧姓大久保）茂君に、筑波町（現つくば市）平沢での、子どもの頃

の遊びを振り返っていただきました。 

【  】内は筆者による注記です。 

月刊 

（土浦一高・土浦中学とその周辺の物語） 



  

 

男巻き（左上） 上から見たベ

ーゴマ・女巻き（右上）  ベ

ーゴマに興じる昭和の子ども

たち（右）  横から見た３種

のベーゴマ。強いのはペチャ，

ほんこ勝負で中心となるのが

中髙，扱い易いのは丸六（下） 

子
ど
も
た
ち
は
、
山
や
川
で
遊
ん
で
い
る
中

で
、
逞
し
く
生
き
る
の
に
必
要
な
知
恵
と
技
と

を
身
に
付
け
て
い
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

 
 

里
で
の
遊
び 

 

里
で
の
面
白
い
遊
び
の
上
位
３
つ
は
、
ベ
ー

ゴ
マ
（
注
２
）
・
ぱ
あ
【
県
南
地
方
独
特
の
呼

称
。
一
般
に
東
日
本
で
は
面
子
（
め
ん
こ
）
、

西
日
本
で
は
ベ
ッ
タ
ン
。
手
の
平
大
の
厚
紙
製

で
円
形
や
カ
ー
ド
型
が
あ
り
、
表
面
に
は
、
人

気
漫
画
・
時
代
劇
の
ヒ
ー
ロ
ー
・
プ
ロ
野
球
選

手
な
ど
が
多
色
で
印
刷
さ
れ
て
い
た
。
】
・
ビ

ー
玉
（
注
３
）
で
し
た
。
他
に
、
野
球
・
釘
刺

し
・
缶
蹴
り
、
隠
れ
ん
坊
・
鬼
ご
っ
こ
・
縄
跳

び
・
相
撲
も
や
り
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
は
暇

さ
え
あ
れ
ば
、
何
か
し
ら
の
遊
び
を
し
ま
す
。 

上
位
の
３
つ
は
、
ど
れ
も
自
分
で
は
作
れ

ず
、
町
の
駄
菓
子
屋
な
ど
で
購
入
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
負
け
れ
ば
自
分
の
も
の

を
相
手
に
取
ら
れ
て
し
ま
う
賭
事
で
あ
っ
た

こ
と
、
そ
し
て
何
よ
り
、
高
度
な
技
を
身
に
付

け
勝
負
に
勝
つ
、
と
い
う
達
成
感
・
満
足
感
に
、

面
白
さ
の
要
因
が
あ
り
ま
し
た
。 

ベ
ー
ゴ
マ
は
、
先
ず
紐
の
巻
き
方
か
ら
身
に

付
け
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
瘤
（
紐
の
結
び

目
）
が
１
つ
の
男
巻
き
と
２
つ
の
女
巻
き
と
が

あ
り
ま
す
が
、
き
ち
ん
と
巻
か
な
け
れ
ば
、
回

り
ま
せ
ん
。
巻
き
終
え
た
ら
、
紐
の
端
を
小
指

に
一
巻
き
し
て
、
紐
が
外
れ
な
い
よ
う
に
、
親

指
と
人
指
し
指
と
で
ベ
ー
ゴ
マ
を
持
っ
て
、
後

は
回
す
だ
け
で
す
が
、
こ
れ
が
ま
た
、
難
し
い
。

バ
ケ
ツ
や
樽
に
布
や
シ
ー
ト
を
張
っ
た
床
（
と

こ
）
に
放
り
込
ん
で
、
そ
の
上
で
回
す
の
で
す
。

こ
れ
で
初
め
て
勝
負
に
参
加
で
き
ま
す
。
相
手

の
コ
マ
を
床
か
ら
弾
き
出
し
た
り
、
止
ま
っ
た

コ
マ
を
ひ
っ
く
り
返
し
た
り
す
れ
ば
、
勝
ち
と

な
り
、
そ
の
コ
マ
を
獲
得
で
き
ま
す
。
小
さ
い

頃
は
、
年
長
者
の
勝
負
を
見
な
が
ら
、
毎
日
、

何
回
も
練
習
し
ま
し
た
。
初
め
て
勝
負
に
参
加

し
て
、
ベ
ー
ゴ
マ
を
ぶ
つ
け
合
っ
た
時
に
出
た

音
は
、
今
も
耳
の
奥
に
残
っ
て
い
ま
す
。
暗
く

な
っ
て
、
ぶ
つ
か
り
合
う
ベ
ー
ゴ
マ
か
ら
青
白

い
火
花
が
飛
ぶ
の
を
見
る
と
、
妖
し
い
陶
酔
感

に
襲
わ
れ
ま
し
た
。 

 

賭
事
で
す
か
ら
、
子
ど
も
た
ち
は
、
ル
ー
ル

の
範
囲
内
で
秘
策
を
必
死
で
考
え
ま
し
た
。
特

に
、
私
た
ち
は
、
い
つ
で
も
「
ほ
ん
こ
【
真
剣

勝
負
。
勝
者
は
敗
者
の
コ
マ
を
取
り
上
げ
、
自

分
の
物
に
で
き
る
。
没
収
を
伴
わ
な
い
も
の
は

「
ち
ん
こ
」
勝
負
と
言
う
。
】
」
で
し
た
か
ら
、

ベ
ー
ゴ
マ
を
削
り
、
重
心
を
低
く
し
て
、
相
手

の
コ
マ
の
下
側
か
ら
攻
撃
で
き
る
よ
う
に
細

工
を
し
て
い
ま
し
た
【
ペ
チ
ャ
と
い
う
低
平
な

ベ
ー
ゴ
マ
も
売
ら
れ
て
い
た
。
】
。
鑢
（
や
す

り
）
な
ど
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
コ
ン
ク
リ
ー

ト
の
縁
石
や
ブ
ロ
ッ
ク
塀
に
擦
り
付
け
て
削

り
ま
し
た
。 

 
 

                  
  

ぱ
あ
で
は
、
地
面
に
置
か
れ
た
相
手
の
ぱ
あ

に
対
し
、
自
分
の
ぱ
あ
を
ぶ
つ
け
、
裏
返
し
に

し
た
り
、
枠
で
囲
っ
た
範
囲
か
ら
は
じ
き
出
し

た
り
す
れ
ば
、
そ
れ
を
獲
得
で
き
ま
す
。
１
回

ず
つ
順
番
に
や
っ
て
い
き
ま
す
が
、
強
い
ぶ
つ

か
り
を
求
め
、
裏
に
蝋
を
垂
ら
し
て
滑
り
易
く

し
た
子
は
、
見
付
か
り
次
第
に
追
放
処
分
と
な

り
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
の
間
で
は
、
汚
い
手

を
使
う
こ
と
・
ル
ー
ル
違
反
を
す
る
こ
と
が
、

一
番
嫌
わ
れ
ま
し
た
。
そ
ん
な
子
と
は
遊
ば
な

い
、
と
い
う
の
が
掟
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
し

か
し
、
追
放
処
分
に
な
っ
た
子
も
１
週
間
も
す

る
と
、
赦
免
さ
れ
て
、
ま
た
一
緒
に
遊
ぶ
よ
う

に
な
り
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
は
、
遊
び
を
通
し

て
、
社
会
の
ル
ー
ル
と
み
ん
な
と
仲
良
く
暮
ら

す
た
め
の
術
と
を
学
ん
で
い
き
ま
し
た
。 

ビ
ー
玉
に
は
、｢

目
玉
落
と
し
」
と｢

三
角
出

し｣

と
が
あ
り
ま
し
た
。
前
者
は
、
地
面
に
置

い
た
相
手
の
ビ
ー
玉
に
、
目
の
高
さ
か
ら
ビ
ー

玉
を
落
と
し
、
当
た
れ
ば
獲
得
で
き
ま
す
。
後

者
は
、
地
面
に
描
い
た
三
角
形
の
中
に
数
個
の

ビ
ー
玉
を
置
き
、
そ
れ
ら
を
狙
っ
て
、
少
し
離

れ
た
位
置
か
ら
大
き
目
の
ビ
ー
玉
を
転
が
し
、

枠
外
に
弾
き
出
せ
ば
、
弾
き
出
し
た
全
て
を
獲

得
で
き
ま
す
。
次
の
起
点
は
転
が
し
た
玉
の
停

止
点
で
、
１
回
ず
つ
順
番
に
行
っ
て
い
き
ま

す
。
但
し
、
放
っ
た
玉
が
三
角
形
の
枠
内
に
停

止
し
た
ら
、
そ
の
人
は
、
そ
の
時
点
で
終
了
と

な
り
ま
す
。 

グ
ロ
ー
ブ
や
バ
ッ
ト
な
ど
を
持
っ
て
い
る

子
は
殆
ど
い
ま
せ
ん
が
、
ゴ
ム
ボ
ー
ル
１
つ
あ

れ
ば
、
野
球
が
で
き
ま
し
た
。
ゴ
ム
ボ
ー
ル
で

す
か
ら
素
手
で
キ
ャ
ッ
チ
で
き
ま
す
し
、
バ
ッ

ト
は
木
や
竹
で
作
り
ま
し
た
。
物
は
無
く
て

も
、
身
近
な
物
を
遊
び
道
具
に
し
て
い
ま
し

た
。
ま
た
、
各
自
が
釘
１
本
用
意
す
れ
ば
、「
釘

刺
し
」
（
注
４
）
が
で
き
ま
し
た
し
、
空
き
缶

が
あ
れ
ば
、
寺
や
神
社
の
境
内
で
「
缶
蹴
り
」

に
夢
中
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
「
缶
蹴
り
」
で

は
、
隠
れ
る
側
の
子
に
ゲ
ー
ム
を
リ
セ
ッ
ト
で

き
る
権
利
を
与
え
た
こ
と
が
、
画
期
的
で
あ
っ

た
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
で
、
隠
れ
る
側
に
も
、

鬼
の
動
き
を
見
て
動
き
回
る
面
白
さ
が
与
え

ら
れ
、
鬼
は
隠
れ
た
子
を
探
し
な
が
ら
も
、
缶

も
守
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
ス
リ
ル

も
味
わ
え
ま
し
た
。
人
数
が
多
く
な
っ
た
時
に

は
、
鬼
を
２
～
３
人
に
し
て
や
っ
て
い
ま
し

た
。
「
缶
蹴
り
」
を
考
案
し
た
人
は
、
遊
び
の

天
才
で
は
な
い
か
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

（
注
１
）
上
高
津
貝
塚 

桜
川
右
岸
の
台
地
上
に
立

地
し
、

4500
年
～

3500
年
前
の
縄
文
時
代
中
期
～
晩
期

の
馬
蹄
形
に
広
が
る
貝
塚
（
４
４
，
０
４
８
㎡
）
。

1977
（
昭
和
52
）
年
に
国
史
跡
に
指
定
さ
れ
た
。
ヤ

マ
ト
シ
ジ
ミ
を
中
心
と
す
る
貝
層
か
ら
は
、
マ
ダ

イ
や
ス
ズ
キ
（
鱸
）
、
シ
カ
や
イ
ノ
シ
シ
の
骨
の

他
に
、
土
器
、
石
器
、
装
飾
品
な
ど
が
発
見
さ
れ

て
い
る
。
ヤ
マ
ト
シ
ジ
ミ
・
マ
ダ
イ
・
ス
ズ
キ
な

ど
は
海
産
の
も
の
で
あ
り
、
当
時
は
霞
ヶ
浦
が
海

で
あ
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
る
。
竪
穴
式
住
居
跡
・

掘
建
柱
建
物
跡
・
製
塩
跡
・
墓
坑
な
ど
も
見
付
か

り
、
一
部
が
復
元
整
備
さ
れ
、
縄
文
人
の
生
活
場

面
を
体
感
で
き
る
。
ま
た
製
塩
跡
か
ら
は
当
時
の

交
易
の
様
子
を
も
窺
い
知
れ
、
塩
を
作
り
、
貝
を

加
工
（
煮
て
、
乾
燥
さ
せ
、
干
物
と
し
て
保
存
し

た
。
）
し
て
交
易
品
と
し
、
黒
曜
石
（
石
器
の
材

料
）
な
ど
と
交
換
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。 

（
注
２
）
ベ
ー
コ
マ
（
貝
独
楽
、
ベ
イ
ゴ
マ
、
バ
イ

ゴ
マ
） 

平
安
時
代
に
、
京
都
の
周
辺
で
バ
イ
貝

の
殻
に
砂
や
粘
土
を
詰
め
、
紐
で
回
し
た
の
が
始

ま
り
と
さ
れ
、
関
西
か
ら
関
東
に
伝
わ
っ
た
際
に

「
ベ
イ
コ
マ
」
が
訛
っ
て
「
ベ
ー
ゴ
マ
」
と
な
っ

た
と
言
わ
れ
る
。
大
正
時
代
か
ら
鋳
鉄
製
の
物
が

作
ら
れ
、
高
度
経
済
成
長
期
に
掛
け
て
、
日
本
の

子
ど
も
の
遊
び
に
盛
ん
に
用
い
ら
れ
た
。 

（
注
３
）
ビ
ー
玉 

ガ
ラ
ス
製
の
玉
で
、
サ
イ
ズ
は

1.5
～
２
㎝
程
度
。
中
に
模
様
の
入
っ
た
も
の
・
大

き
い
玉
・
小
さ
い
玉
な
ど
が
あ
る
。 

（
注
４
）
釘
刺
し 

適
度
な
堅
さ
の
地
面
（
釘
を
上

か
ら
投
げ
て
刺
さ
る
程
度
）
の
上
で
行
う
。
５
寸

釘
が
最
適
。
人
数
は
２
～
５
人
。
最
初
に
起
点
を

決
め
る
が
、
そ
れ
は
、
あ
る
点
だ
っ
た
り
、
10
㎝

程
度
の
三
角
形
や
四
角
形
の
角
だ
っ
た
り
す
る
。

続
い
て
順
番
を
決
め
、
相
手
の
釘
を
囲
う
よ
う
に

刺
し
て
い
く
。
刺
さ
っ
た
所
か
ら
、
次
に
刺
さ
っ

た
所
へ
と
直
線
を 

引
い
て
い
く
。
失 

敗
し
て
刺
さ
ら
な 

か
っ
た
り
、
刺
さ 

っ
て
も
他
の
線
と 

交
差
し
た
り
す
る 

と
、
交
代
と
な
る
。 

次
の
者
は
、
相
手 

の
行
き
先
を
邪
魔 

す
べ
く
、
線
の
間 

を
縫
う
よ
う
に
刺 

し
て
い
く
。
線
は 

必
ず
直
線
で
な
け 

れ
ば
な
ら
ず
、
互 

い
に
相
手
の
行
く 

手
を
塞
い
で
囲
い
、 

降
参
さ
せ
れ
ば
勝 

ち
と
な
る
。 

（
高
21
回 

松
井
泰
寿
） 

←コブ１つ 

↓コブ２つ 
 


