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大
根
村
と
琵
琶
首
由
来

　

国
道
１
２
２
号
と
県
道
赤
岩
足
利
線
の
交

差
点
に
架
か
る
歩
道
橋
に
「
大
根
村
」
と
い

う
標
示
が
あ
り
ま
し
た
。『
だ
い
こ
む
ら
』
と

読
ま
せ
ま
す
。
こ
こ
は
邑
楽
町
大
字
中
野
字

大
根
村
で
す
。

　

通
り
が
が
り
の
人
は
、
誰
で
も
村
名
と
間

違
い
ま
し
ょ
う
が
、
実
は
小
字
の
地
名
で
す
。

明
治
の
初
め
ま
で
は
、中
野
村
の
「
大
工
村
前
」

と
呼
ん
で
い
ま
し
た
が
、
字
名
の
変
更
が
あ
っ

て
新
し
く「
大
根
村
」に
な
っ
た
と
い
い
ま
す
。

　
「
大
工
村
前
」
が
あ
る
な
ら
「
大
工
村
後
」

が
あ
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ

れ
が
あ
り
ま
す
。「
大
工
村
後
」
は
文
字
ど
お

り
「
大
工
村
前
」
の
東
北
に
接
し
た
地
域
で

し
た
。

　

こ
こ
の
高
台
に
毘
沙
門
様
が
祭
ら
れ
て
い

た
の
で
こ
れ
に
ち
な
ん
で
、
新
字
名
を
決
め

た
と
き
「
大
工
村
後
」
は
「
毘
沙
門
」
と
改

め
ら
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
東
、
藤
川
用
水
路
が
国
道
１
２
２
号

を
よ
ぎ
る
所
に
架
か
る
橋
の
名
を
琵
琶
橋
と

い
い
ま
す
。
こ
こ
ら
辺
り
は
新
字

名
を
決
め
た
と
き
、
昔
か
ら
の

「
琵
琶
首
」
と
い
う
地

名
を
そ
の
ま
ま
、

　
　

中
野
の

字
名
に
し
ま
し
た
。

　

昔
は
、
こ
の
辺
り
で
も
橋
の
西
北
付
近
一
帯

は
笹
の
群
生
地
で
、
人
間
が
中
に
入
る
と
分
か

ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
だ
っ
た
そ
う
で

す
。
そ
ん
な
所
か
ら
琵
琶
首
の
笹
株
と
い
う
場

所
名
で
呼
ば
れ
て
き
ま
し
た
。

　

古
老
の
話
で
は
、
昔
国
取
合
戦
が
あ
っ
た

時
、
あ
ち
こ
ち
で
戦
っ
て
倒
れ
た
た
く
さ
ん
の

戦
死
者
の
首
が
切
り
取
ら
れ
て
、
こ
こ
の
笹
株

の
中
に
埋
め
ら
れ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。

　

琵
琶
首
と
い
う
地
名
の
起
こ
り
は
定
か
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
辺
り
の
住
人
が
、
亡

く
な
っ
た
多
く
の
者
の
霊
が
、
琵
琶
歌
の
う
な

る
よ
う
な
恨
め
し
そ
う
な
調
べ
を
思
わ
せ
た

と
こ
ろ
か
ら
、
誰
言
う
と
も
な
く
、

そ
う
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ

う
と
言
う
人
も
あ
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
大
根
村
の
地
名

に
つ
い
て
は
こ
ん
な
話
が
伝

わ
っ
て
い
ま
す
。
大
昔
の
こ
と

で
す
が
石
打
村
と
藤
川
村
の

境
に
岩
崎
村
と
い
う
八
幡
太

郎
義
家
の
三
男
、
足
利
義
国
の

領
地
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
こ
に
住
ん
で
い
た
久
作
と

い
う
人
が
丹
精
し
て
作
っ
た
自
慢
の
大
根
を

献
上
し
た
と
こ
ろ
、
義
国
は
た
い
へ
ん
喜
ん
で

久
作
の
住
ん
で
い
た
岩
崎
村
を
大
根
村
と
名

付
け
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
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若い人たちに語り継ぎたい、
次の世代に残しておきたい。
貴重な話をお届けします―。

いつの時代までも残したい

国道122号の大根村交差点の東側に琵琶橋があります。昔は西北に
あったとされる笹の群生地。現在は、住宅が建っています
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