
20広報かさま 2023年８月号　かさまのれきし

櫻
花
を
愛め

で
る
言
葉
に「
西
に
吉
野
、
東
に
磯

部
」
と
言
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
剣
に
つ
い
て

も「
西
に
柳
川
、
東
に
笠
間
」
と
謳
わ
れ
た
笠
間
の

剣
、
示じ

げ
ん
り
ゅ
う

現
流
が
あ
り
ま
し
た
。
示
現
流
の
稽
古
は
、

粗そ
だ
き朶木
を
二
〇
～
三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
位
の
太
さ

に
束
ね
た
も
の
を
両
支
柱
で
支
え
、
そ
れ
を
木
刀
に

見
立
て
た
堅
い
丸
太
で
、
叩
い
て
叩
い
て
叩
き
ま
く

り
ま
す
。
初
め
は
手
が
痺
れ
て
痛
い
で
す
が
、
稽
古

を
積
む
う
ち
に
手
首
が
締
ま
っ
て
、
割
り
箸
を
鉈な

た

で

叩
き
割
る
如
く
破
壊
力
を
生
む
、
初
太
刀
で
相
手
を

倒
す
気
力
体
力
を
養
う
剣
法
で
す
。
示
現
流
は
薩
摩

固
有
の
剣
法
で
藩
の
お
家
流
儀
と
云
わ
れ
て
い
ま
す

が
、
奇
し
く
も
常
陸
国
笠
間
に
端
を
発
し
て
い
る
と

も
云
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
概
要
を
記
し
て
み
ま
す

（
村
上
義
博
著『
笠
間
示
現
流
剣
法
』と『
笠
間
市
史
』

を
参
考
と
し
ま
し
た
）。

戦
国
時
代
末
の
こ
ろ
、
笠
間
の
郷
士（
郷
村
在
住

の
武
士
）
土と

と
せ瀬
長
宗
が
飯い

い
ざ
さ篠
長ち

ょ
う
い
さ
い

威
斎
家
直
を
流
祖
と

す
る
天て

ん
し
ん真
正し

ょ
う
で
ん伝
香か

と
り取
神し

ん
と
う
り
ゅ
う

道
流
を
学
び
、
こ
れ
に
工
夫

を
加
え「
天て

ん
し
ん
し
ょ
う

真
正
自じ

げ
ん
り
ゅ
う

顕
流
」
と
称
し
ま
し
た
。
そ
の

後
常
陸
国
の
住
人
金
子
新
九
郎
、
同
国
住
人
赤
坂
弥

九
郎
、
更
に
薩
摩
の
武
士
東
郷
藤
兵
衛
重し

げ
か
た位
に
伝
わ

り
、
重
位
は
剣
法
に
工
夫
を
凝
ら
し「
示
現
流
」
と

称
し
ま
し
た
。
後
に
島
津
家
の
御
家
流
と
し
て
代
々

続
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

江
戸
時
代
の
中
期
、
日
向
国
延
岡
で
示
現
流
を
学

び
免
許
皆
伝
を
得
て
い
た
村
上
義よ

し
と
も知
が
道
場
を
開
い

て
い
ま
し
た
。
延
岡
藩
牧
野
家
で
は
義
知
の
力
量
を

知
り
、藩
の
剣
術
指
南
役
に
し
よ
う
と
し
ま
し
た
が
、

義
知
が
前
に
仕
え
て
い
た
佐さ

ど
わ
ら
は
ん

土
原
藩
と
の
関
係
か
ら

そ
れ
が
出
来
な
い
こ
と
を
知
り
、
そ
こ
で
義
知
の
子

で
当
時
十
歳
の
義
明
を
採
用
し
、
父
か
ら
稽
古
を
受

け
、
後
に
藩
の
指
南
役
に
な
る
よ
う
申
し
渡
し
、
義

知
は
子
義
明
の
後
見
人
と
し
て
指
導
に
当
た
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
村
上
義
明
は
成
人
し
て
藩
の
指
南

役
と
な
り
、
三
十
三
歳
の
と
き
藩
主
牧
野
貞
通
の
笠

間
転
封
に
従
い
、
笠
間
の
地
に
移
り
ま
し
た
。
こ
こ

に
笠
間
藩
示
現
流
が
始
ま
っ
た
の
で
す
。村
上
義
明・

義
白
・
義よ

し
た
だ端（
亘わ

た
る

は
義
端
の
呼
び
名
）・
義よ

し
え
い衛（
父
義

端
の
呼
び
名
で
あ
る
亘
を
継
ぐ
）・
義よ

し
は
る治
と
五
代
に

わ
た
り
村
上
家
は
笠
間
藩
示
現
流
指
南
を
務
め
ま
し

た
。文

化
十
四
年（
一
八
一
七
）
に
藩
校
時
習
館
が
発

足
し
、
こ
こ
で
武
術
の
指
導
も
行
わ
れ
た
と
み
ら
れ

ま
す
。
文
政
九
年（
一
八
二
六
）
に
は
独
立
し
た
武

術
稽
古
場「
講
武
館
」
が
設
け
ら
れ
、
更
に
安
政
六

年（
一
八
五
九
）現
在
の
笠
間
小
学
校
敷
地
一
帯
に
、

時
習
館（
文
）・
講
武
館（
武
）・
博
采
館（
医
）を
統

合
し
た
時
習
館
が
開
館
し
ま
し
た
。

特
に
義
衛（
亘
）は
、講
武
館
、時
習
館
、砲
術
師
範・

館
長
等
の
要
職
を
担
い
各
方
面
で
活
躍
し
ま
し
た
。

亘
が
指
導
し
た
門
弟
は
、
天
保
期
か
ら
慶
応
期
ま
で

に
一
九
四
名
に
の
ぼ
り
笠
間
藩
示
現
流
の
底
辺
を
広

げ
ま
し
た
。
弘
化
二
年（
一
八
四
五
）
に
剣
術
を
熱

心
に
指
導
し
た
の
で
藩
主
よ
り
紋も

ん
つ
き付
と
麻あ

さ
か
み
し
も裃
を
授
か

り
ま
し
た
。
明
治
十
三
年（
一
八
八
〇
）
七
十
五
歳

で
没
し
、
鳳
台
院
の
墓
地
に
埋
葬
さ
れ
ま
し
た
。

（
市
史
研
究
員
　
松ま

つ
も
と本	

兼か
ね
ふ
さ房
）

第73回

笠
間
示
現
流
剣
法
と
村
上
家

村上亘の墓（鳳台院）

●問  生涯学習課（内線382）

鳳台院

笠間市総合公園

笠間稲荷神社

笠間芸術の森公園
笠間駅

至稲田

至宇都宮

涸沼川

至水戸

355

355

50

1


