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矢
板
の
宝
物
の
ひ
と

つ
に
お
い
し
い
水
が

あ
げ
ら
れ
ま
す
が
、

特
に
倉
掛
周
辺
は
栃

木
県
で
も
有
数
の
お

い
し
い
水
が
飲
め
る

地
域
だ
と
聞
い
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
か
つ
て
は

松
尾
芭
蕉
や
水
戸
黄

門
も
歩
い
た
日
光
北

街
道
が
通
っ
て
い
ま

す
。
そ
こ
で
今
回
は
、

倉
掛
行
政
区
を
訪
ね

る
こ
と
に
…
。

■
倉
掛
地
区
に
あ
る

出
川
は
、
矢
板
の

「
水
辺
景
観
10
選
」

に
も
選
ば
れ
て
お
り
、

倉
掛
の
田
畑
を
潤
し

て
い
ま
す
。
水
飢
饉

（
き
き
ん
）
は
こ
れ

ま
で
一
度
と
し
て
な

く
、
枯
れ
る
こ
と

の
無
い
高
原
山
系

の
恵
み
と
い
え
ま
す
。

こ
の
豊
か
な
自
然
の

わ
き
水
を
守
る
た
め
、

区
民
総
出
で
年
三
回

草
刈
り
を
実
施
し
て

い
ま
す
。

■
倉
掛
の
名
の
由
来

「
八
幡
太
郎
義
家
が

は
ち
ま
ん
た
ろ
う
よ
し
い
え

奥
州
征
伐
の
た
め
こ

の
地
を
通
っ
た
と
き
、

急
な
坂
道
に
疲
れ
た

愛
馬
の
く
ら
を
お
ろ

し
て
、
道
の
そ
ば
に

あ
っ
た
幹
の
曲
が
っ

た
松
に
か
け
て
休
憩

し
た
」
（
矢
板
市
史
）

と
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
現
在
は
、
三
代

目(

写
真)

が
植
え
ら

れ
て
お
り
、
由
来
の

伝
承
に
努
め
て
い
ま

す
。

■
伝
統
を
受
け
継
ぐ

祭
り薬

師
堂
、
星
宮
神

社
な
ど
の
お
祭

り
を
年
四
回
実

施
し
て
い
ま
す
。

甘
酒
や
赤
飯
、

う
ど
ん
、
と
き

に
は
お
も
ち
も

ま
く
と
の
こ
と
。

し
か
し
な
が

ら
「
過
疎
化
が

進
ん
で
お
り
、

倉
掛
地
区
は
戸

数
61
戸
し
か
な
く
、

年
々
当
番
の
家
は
大

変
苦
労
し
て
い
る
」

と
和
気
利
男
区
長
は

伝
統
を
受
け
継
ぐ
苦

労
を
話
し
て
い
ま
し

た
。ま

た
テ
レ
ビ
が
デ

ジ
タ
ル
化
さ
れ
る
と
、

電
波
の
届
き
に
く
い

地
域
の
た
め
、
共
同

ア
ン
テ
ナ
に
変
え
、

運
営
す
る
組
合
を
立

ち
上
げ
る
と
の
こ
と
。

「
矢
板
の
奥
の
ほ
う

に
あ
る
の
で
苦
労
が

多
い
」
と
も
語
っ
て

く
れ
ま
し
た
。（

Ｈ
）

塩
原
街
道
を
北
上
し
、
泉

の
丁
字
路
交
差
点
を
過
ぎ
る

と
田
野
原
に
入
り
ま
す
。
そ

こ
か
ら
東
北
自
動
車
道
を
く

ぐ
り
抜
け
た
少
し
先
ま
で
が

田
野
原
で
す
。
全
戸
数
28
戸

四
班
で
構
成
さ
れ
、
ほ
と
ん

ど
の
家
が
田
ん
ぼ
や
畑
を
所

有
し
て
お
り
、
「
み
ん
な
何

か
し
ら
の
土
い
じ
り
は
し
て

い
る
よ
」
と
五
味
渕
区
長
さ

ん
は
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。

行
政
区
で
行
わ
れ
て
い
る

行
事
も
農
作
業
に
関
係
し
た

も
の
が
多
く
、
今
は
廃
れ
つ

つ
あ
る
「
さ
な
ぶ
り
」
や
「
お

ひ
ま
ち
」
を
大
切
に
続
け
て

い
ま
す
。

「
さ
な
ぶ
り
」
は

田
植
え
後
に
公
民
館

で
行
わ
れ
、
四
班
が

持
ち
回
り
で
接
待
す

る
そ
う
で
す
。

「
お
ひ
ま
ち
」
は

八
月
最
後
の
日
曜
日

に
行
わ
れ
、
こ
れ
か

ら
迎
え
る
台
風
の
季

節
を
無
事
に

過
ご
し
、
秋

の
豊
作
を
祈

願
す
る
そ
う

で
す
。
田
野

原
の
「
お
ひ

ま
ち
」
は
男

性
の
み
で
行

わ
れ
、
そ
れ

ぞ
れ
の
家
か

ら
野
菜
な
ど
を
持
ち
寄
り
、

男
性
が
料
理
を
し
て
酒
を
酌

み
交
わ
す
そ
う
で
す
。

■
木
製
打
上
花
火
筒

(

市
文
化
財)

二
十
年
ほ
ど
前
ま
で
田
野

原
で
は
、
（
火
薬
作
り
か
ら

す
べ
て
）
手
作
り
の
花
火
が

打
ち
上
げ
ら
れ
て
い
た
そ
う

で
す
。
か
つ
て
青
年
団
だ
っ

た
皆
さ
ん
は
花
火
師
の
資
格

を
取
り
、
み
ん
な
で
花
火
を

作
っ
て
打
ち
上
げ
て
い
た
そ

う
で
す
。
「
何
人
も
花
火
師

が
い
た
ん
だ
よ
」
と
当
時
を

懐
か
し
そ
う
に
語
っ
て
く
だ

さ
い
ま
し
た
。

花
火
を
打
ち
上
げ
て
い
た

筒
は
、
現
在
も
田
野
原
公
民

館
に
保
管
さ
れ
、
資
料
と
し

て
残
さ
れ
て
い
ま
す
。(

写
真)

泉
中
学
校
の
北
側
に
あ
る

田
野
原
観
音
堂
は
、
明
治
・

大
正
期
に
た
い
そ
う
な
に
ぎ

わ
い
を
見
せ
、
毎
年
縁
日
の

夜
は
若
衆
連
中
に
よ
る
手
製

の
打
ち
上
げ
花
火
や
仕
掛
け

花
火
の
興
行
で
、
数
千
人
も

の
人
出
が
あ
っ
た
そ
う
で
す

五
味
渕
区
長
さ
ん
も
子
ど

も
の
こ
ろ
の
思
い
出
と
し
て
、

夏
に
花
火
が
上
が
る
の
を
楽

し
み
に
し
て
い
た
と
お
話
し

し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
現

在
の
矢
板
で
は
花
火
大
会
も

三
回
を
数
え
、
新
た
な
風
物

詩
と
し
て
市
民
の
楽
し
み
が

増
え
ま
し
た
が
、
は
る
か
昔

打
ち
上
げ
ら
れ
て
い
た
「
村

の
花
火
」
も
見
て
み
た
か
っ

た
と
思
い
ま
し
た
。
（
Ｔ
）

倉
掛
行
政
区

矢板市にある６７の行政区。
このコーナーでは、かわら版記者が
注目した各行政区独自のとりくみを
ご紹介します。

三代目・倉掛の松

花火筒は下部を土に埋

め込み、ヘソと呼ばれる

穴から着火しました。

↑ヘソ

田
野
原
行
政
区

大筒は丸太を二つに割り、中心をく

り抜き、再度合わせて外側を何重もの

竹のタガで覆っています。

一緒に話を

聞かせてくれた髙塩さん


