
結
婚
相
手
を
探
す
な
ら「
筑
波
山
」

新・下野市風土記

新
・
下
野
市
風
土
記

　

筑
波
嶺
の
裾す

そ
み廻

の
田
居
に
秋
田
刈
る
妹
が
り
遣
ら
む
黄も

み
じ葉

手
折
ら
な　
『
万
葉
集
』（
高
橋
虫
麻
呂
）

　

※
筑
波
山
裾
の
田
ん
ぼ
で
、
秋
の
刈
入
れ
を
し
て
い
る
い

と
し
い
娘
、
あ
の
子
の
も
と
に
贈
る
黄
葉
の
枝
を
折
ろ
う
。

　

今
回
は
、
下
野
市
か
ら
よ
く
見
え
る
筑
波
山
の
話
。
筑
波

山
は
下
野
市
か
ら
は
西
側
の
男
体
山
（
標
高
八
七
一
㍍
）
と

東
側
の
女
体
山
（
標
高
八
七
七
㍍
）
の
二
つ
の
嶺
が
、
き
れ

い
に
見
え
ま
す
。
古
代
か
ら
神
の
宿
る
山
と
し
て
、
富
士
山

と
共
に
東
国
を
代
表
す
る
山
で
し
た
。
山
頂
付
近
に
は
筑
波

山
神
社
や
磐い

わ
く
ら座

と
呼
ば
れ
る
、
神
様
が
降こ

う
り
ん臨

す
る
と
さ
れ
る

大
き
な
岩
が
あ
り
、
そ
の
周
辺
か
ら
は
奈
良
時
代
頃
の
土
器

な
ど
が
出
土
し
て
い
ま
す
。

　

現
代
で
は
下
野
市
か
ら
自
動
車
を
利
用
す
る
と
一
時
間
半

も
あ
れ
ば
麓
ま
で
は
行
け
ま
す
が
、
歩
く
と
ど
の
位
か
か
る

の
で
し
ょ
う
？
以
前
、
南
河
内
庁
舎
か
ら
筑
波
山
ま
で
歩
い

た
方
か
ら
、
約
9
時
間
で
行
く
こ
と
が
で
き
た
と
聞
い
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
当
時
の
道
路
事
情
や
靴
な
ど
の
装
備
を
考

え
る
と
こ
れ
以
上
か
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
も
し
か

す
る
と
古
代
人
の
ほ
う
が
健
脚
だ
っ
た
た
め
、
早
く
到
着
し

た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

古
代
下
野
国
の
東
隣
り
の
常ひ

た
ち陸
国
（
現
在
の
茨
城
県
）
の

記
録
で
あ
る
『
常ひ

た
ち陸
国の

く
に

風ふ

ど

き
土
記
』
の
筑
波
郡
・
茨
城
郡

の
項
目
に
は
、「
坂
（
足あ

し
が
ら柄

・
碓う

す
い氷

の
坂
）
よ
り
東
の
諸
国

の
男
女
が
、
春
の
花
開
く
時
と
秋
の
紅
葉
期
に
飲
食
を
携

え
、
連
れ
立
っ
て
筑
波
山
の
ふ
も
と
に
集
ま
り
、
飲
ん
で
食

べ
、
歌
っ
て
踊
る
「
歌か

が
い垣

」
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
ま
す
。
霞
ヶ
浦
周
辺
の
行な

め
か
た方
郡
で
は
、
七
月
七
日
夜

に
「
遊

あ
そ
び
た
の
し
み
う
た
い
ま
い

楽
歌
舞
」
が
、
繰
り
広
げ
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て

お
り
、
現
在
の
石
岡
市
高
浜
付
近
で
は
、
村
の
男
子
と
海
辺

の
女
子
が
集
ま
っ
て
歌
っ
て
踊
り
、
そ
れ
ら
の
人
の
集
ま
り

を
見
込
ん
で
、
商
人
と
農
夫
が
船
で
行
き
交
っ
て
い
た
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
人
々
が
集
ま
る
こ
と
で
そ
こ
に
は
物

資
が
集
ま
り
、
臨
時
の
市
が
立
ち
、
情
報
が
伝
播
し
交
流
が

生
ま
れ
ま
し
た
。
当
時
と
し
て
は
、
か
な
り
広
範
囲
の
人
々

が
集
ま
る
一
大
イ
ベ
ン
ト
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
、
東
国
か
ら
遠
く
離
れ
た
現
在
の
佐
賀
県

『
肥ひ

ぜ
ん前
国
風
土
記
』
に
も
郷む

ら
さ
と閭
の
士

お
と
こ
お
ん
な
女
、
酒
を
提た

ず
さへ
琴
を
抱

き
て
、
年
ご
と
の
春
と
秋
に
手
を
携
え
て
山
を
登
り
、
楽
し

く
飲
み
歌
い
舞
っ
て
・
・
・
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら

に
、「
急
傾
斜
な
山
を
登
る
際
に
は
、
斜
面
の
草
を
握
ら
ず

に
一
緒
に
登
る
「
妹い

も

（
恋
人
・
妻
）
の
手
を
握
る
・
・
・
」

と
あ
り
ま
す
。
千
年
以
上
前
か
ら
年
頃
の
男
女
が
出
会
う
場

所
、
今
風
に
例
え
る
と
「
合
コ
ン
」
の
よ
う
な
こ
と
が
行
わ

れ
て
い
た
訳
で
す
。

　

都
か
ら
遠
く
離
れ
、
文
化
不
毛
の
古
代
東
国
や
九
州
と
思

わ
れ
が
ち
で
す
が
、
庶
民
は
た
く
ま
し
く
生
活
し
て
い
た
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
時
、
現
代
と
違
う
の
は
単
な
る
お

し
ゃ
べ
り
を
す
る
だ
け
で
は
な
く
「
歌
」
を
相
手
に
歌
い
か

け
て
贈
り
、
相
手
が
気
に
入
る
と
歌
い
返
し
、
そ
の
応
酬
で

相
手
の
人
と
な
り
や
気
持
ち
を
図
り
、
配は

い
ぐ
う
し
ゃ

偶
者
に
ふ
さ
わ
し

い
か
ど
う
か
判
断
し
た
よ
う
で
す
。
現
代
で
も
世
界
中
の
幾

つ
か
の
場
所
で
、
こ
の
よ
う
な
風
習
が
残
っ
て
い
る
地
域
が

あ
る
よ
う
で
す
。

　

飛
鳥
時
代
に
は
舒じ

ょ
め
い明

天
皇
が
、
天
の
香
具
山
か
ら
眼
下
の

山
々
や
田
畑
を
見
下
ろ
し
「
国く

に
み見
」
を
し
ま
し
た
。
こ
の
時
、

「（
前
略
）
う
ま
し
国
ぞ　

秋
津
島　

大
和
の
国
は
」（
な
ん

と
実
り
豊
か
な
国
な
の
だ
ろ
う
大
和
の
国
は
）
と
詠よ

ま
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
儀
式
の
後
、皇
族
や
貴
族
た
ち
は
宴
会
と
な
り
、

飛
鳥
の
庶
民
も
「
歌
垣
」
を
開
催
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
こ

と
と
思
い
ま
す
。

【
用
語
解
説
】

※
「
歌
垣
」
は
人
々
が
垣
の
よ
う
に
（
は
な
い
ち
も
ん
め
の
よ
う
に
）

列
や
円
陣
を
つ
く
っ
て
歌
っ
た
こ
と
か
ら
「
垣
」
の
文
字
が
使
わ
れ

た
よ
う
で
す
。
ま
た
、「
歌
懸
」・
・
歌
の
掛
け
合
い
が
語
源
と
も
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
奈
良
時
代
に
は
「
踏
歌
」（
集
団
で
の
舞
踊
）
の
語

も
あ
り
ま
す
。

※
9
月
号
の
挿
絵
は
、長
岡
京
発
掘
調
査
報
告
書
よ
り
引
用
し
ま
し
た
。
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