
栃
木
県
立
し
も
つ
け
風
土
記
の
丘
資
料
館
は
、
昭
和

六
一
年
度
の
開
館
か
ら
二
九
年
間
、
な
す
風
土
記
の
丘

資
料
館
と
と
も
に
、
県
内
の
歴
史
を
学
ぶ
施
設
と
し
て
、

運
営
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

こ
の
四
月
か
ら
、
な
す
風
土
記
の
丘
資
料
館
小
川
館

は
那
珂
川
町
に
、
し
も
つ
け
風
土
記
の
丘
資
料
館
は
当

市
に
移
管
と
な
り
ま
し
た
。（
湯
津
上
館
は
、
平
成
二
四

年
四
月
、
大
田
原
市
に
移
管
さ
れ
て
い
ま
す
。）

こ
れ
ら
の
資
料
館
が
設
立
さ
れ
た
背
景
は
、
昭
和
四
一

年
ま
で
遡
り
、
こ
の
時
、
文
化
財
審
議
会
（
現
在
の
文

化
庁
文
化
財
部
）
に
よ
り
策
定
さ
れ
た
「
風
土
記
の
丘

構
想
」
が
、
そ
の
根
幹
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
構
想
が
策
定
さ
れ
た
昭
和
四
〇
年
代
後
半
は
、
急

速
な
高
度
経
済
成
長
と
国
土
開
発
に
よ
り
、
自
然
や
史
跡
、

歴
史
的
景
観
に
ま
で
破
壊
が
及
ぶ
よ
う
な
危
機
感
が
高

ま
っ
た
時
代
で
し
た
。
そ
の
た
め
、「
各
地
域
の
歴
史
的
・

風
土
的
特
性
を
あ
ら
わ
す
古
墳
・
城
跡
な
ど
多
く
の
遺

跡
等
が
残
る
地
域
に
対
し
て
広
域
的
な
保
存
と
環
境
整

備
を
図
り
、
地
域
に
残
さ
れ
た
歴
史
資
料
を
展
示
収
蔵
し
、

こ
れ
ら
の
遺
跡
と
資
料
等
の
保
存
と
普
及
活
動
を
お
こ

な
う
」
こ
と
を
目
的
と
し
て
全
国
一
〇
数
か
所
に
資
料

館
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

し
も
つ
け
風
土
記
の
丘
資
料
館
が
設
置
さ
れ
た
当
時

は
、
国
史
跡
下
野
国
府
跡
（
栃
木
市
）
や
当
市
の
国
史

跡
下
野
薬
師
寺
跡
・
下
野
国
分
寺
跡
も
史
跡
整
備
が
行

わ
れ
て
お
ら
ず
、
琵
琶
塚
古
墳
（
小
山
市
）
の
調
査
も

未
着
手
で
、
各
史
跡
を
案
内
す
る
た
め
の
解
説
板
で
さ

え
未
整
備
で
し
た
。

そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
国
・
県
指
定
史
跡
が
数
多
く

残
る
こ
の
地
域
を
包
括
的
に
保
存
し
、
文
化
財
の
普
及

活
動
を
行
う
た
め
、
県
に
よ
り
資
料
館
が
設
置
さ
れ
た

わ
け
で
す
。

そ
の
後
、
栃
木
市
（
下
野
国
庁
資
料
館
）・
壬
生
町
（
歴

史
民
俗
資
料
館
）、
宇
都
宮
市
（
飛と
び
や
ま
じ
ょ
う

山
城
体
験
館
）、
ま

た
当
市
（
薬
師
寺
歴
史
館
）
な
ど
の
各
自
治
体
に
よ
り
、

史
跡
の
調
査
や
整
備
、
公
開
展
示
施
設
の
設
置
な
ど
が

進
め
ら
れ
ま
し
た
。

今
回
の
移
管
に
伴
い
、
県
内
の
広
域
的
な
埋
蔵
文
化
財

に
関
す
る
情
報
や
出
土
資
料
の
公
開
・
展
示
に
つ
い
て
は
、

風
土
記
の
丘
資
料
館
南
側
に
所
在
す
る
県
埋
蔵
文
化
財

セ
ン
タ
ー
が
行
う
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
の
資
料
館
は
、
さ
ら
に
地
域
密
着
型
の
施

設
と
し
て
、
下
野
国
分
寺
跡
や
尼
寺
跡
、
甲
塚
古
墳
を

は
じ
め
と
し
た
古
墳
や
埴
輪
な
ど
に
関
す
る
展
示
や
体

験
学
習
が
で
き
る
施
設
と
し
て
、
活
用
を
図
る
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。

近
年
、
古
墳
や
古
代
寺
院
・
官か
ん
が衙

が
多
く
残
る
こ
の

地
域
は
、「
東
の
飛
鳥
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
現
在
、

自
治
体
の
枠
を
超
え
た
協
力
体
制
が
で
き
あ
が
り
、
市
民

を
は
じ
め
近
隣
市
町
の
皆
さ
ま
に
も
解
説
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
な
ど
様
々
な
か
た
ち
で
ご
協
力
を
い
た
だ
い
て
お
り

ま
す
。

今
後
、
市
内
は
も
と
よ
り
、
県
内
の
小
学
生
が
古
墳

や
国
分
寺
な
ど
に
つ
い
て
学
習
す
る
時
、
関
西
に
も
引

け
を
取
ら
な
い
立
派
な
古
墳
や
古
代
の
寺
院
が
こ
こ
に

も
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
、
ま
た
、
市

民
の
皆
さ
ん
が
気
軽
に
立
ち
寄
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う

な
施
設
の
活
用
を
下
野
市
は
目
指
し
て
ま
い
り
ま
す
。

市
民
の
皆
さ
ん
の
役
に
立
つ
所

Shimotsuke
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