
　

笠
間
市
街
地
か
ら
石
井
神
社
西
を
通
り
、

国
道
五
〇
号
を
渡
っ
て
主
要
地
方
道
宇
都
宮

笠
間
線
を
北
西
へ
進
む
と
、
右
手
に
真
言
宗

金
剛
寺
に
隣
接
し
て
箱は

こ
だ
し
し
ょ

田
四
所
神
社
の
入
口

で
あ
る
石
鳥
居
に
辿
り
着
く
。
細
い
参
道
と

石
段
を
登
り
詰
め
た
小
高
い
丘
陵
、
宮み

や
う
し
ろ後古

墳
群
の
域
内
に
旧
笠
間
藩
領
内
の
四
所
の
宮

の
一
社
で
あ
る
同
社
が
鎮
座
す
る
。

　

祭さ
い
じ
ん神
は
天
あ
め
の
ふ
と
た
ま
の
み
こ
と

太
玉
命
と
い
い
、
本
社
は
現
在

の
奈
良
県
橿か

し
は
ら原
市
に
祀
ら
れ
る
太
玉
神
社
で

あ
る
。
天
太
玉
命
は
記き

き紀
神
話
の
天あ
め
の岩い
わ
や屋
戸ど

の
場
面
に
登
場
し
、
忌い
ん
べ部
（
斎
部
）
氏
の
遠

祖
と
い
わ
れ
る
。
古
代
の
大
和
政
権
の
中
で

中な
か
と
み臣
氏
（
の
ち
藤
原
氏
）
と
共
に
祭さ
い
し祀
を
担

当
し
た
。
大た

い
か
の化
改か
い
し
ん新
後
、
中
臣
氏
が
勢
力
を

伸
ば
す
中
で
忌
部
氏
は
次
第
に
政
権
内
で
そ

の
基
盤
を
失
っ
て
い
っ
た
。

　
『
茨
城
県
神
社
誌
』・
境
内
に
建
つ
昭
和

二
十
七
年
八
月
、
講
和
条
約
締
結
の
記
念
事

業
完
成
の
『
記
念
』
碑
碑
文
と
市
域
に
残
る

記
録
等
を
基
に
、
同
社
の
歩
み
の
概
略
を

辿
っ
て
み
る
。

　

ま
ず
、
社
名
は
江
戸
時
代
の
地
元
史
料
で

は
、
箱
田
大
明
神
の
呼
び
名
が
多
い
。
次
に

同
社
の
創
建
は
、『
神
社
誌
』
や
『
記
念
』
の

碑
文
は
大
同
二
年
（
八
〇
七
）
九
月
十
五
日

に
本
社
よ
り
祭
神
を
勧か

ん
じ
ょ
う請・
創
建
し
た
と
い

い
、
現
在
の
本
殿
は
江
戸
時
代
の
正し

ょ
う
と
く徳四

年

（
一
七
一
四
）
の
造
営
と
あ
る
。

　

し
か
し
、
文
化
十
一
年
（
一
八
一
四
）
に

同
社
神
主
大
里
伊
勢
の
著
し
た
「
殿
様
御
直

筆
御
額
等
ノ
事
」
に
は
、
①
正
徳
二
年
九
月
、

当
社
が
再
建
さ
れ
た
が
、
棟
札
が
な
い
。
②

享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
九
月
再
建
時
の
棟

札
の
表
に
「
遷
宮
奉
ル
箱
田
大
明
神
本
殿
造つ

く

り
替か

え
成じ
ょ
う
じ
ゅ就、
神
主
大
里
市い
ち
の
か
み正藤
原
守も
り

延の
べ

」、

裏
面
に
「
願
主
両
箱
田
村
氏
子
中
」・「
大
工

棟と
う
り
ょ
う
梁　

上
箱
田
村
菊
地
伝
左
衛
門
・
羽
黒
桜

井
伊
左
衛
門
」
と
あ
り
、
現
本
殿
が
享
保
三

年
の
造
営
で
あ
る
事
が
明
ら
か
に
な
る
。

　

現
在
、
本
殿
正
面
の
上
方
に
、
文
化
二
年

（
一
八
〇
五
）
八
月
、
牧
野
氏
笠
間
藩
三
代

藩
主
牧
野
貞さ

だ
は
る喜
の
親し
ん
ぴ
つ筆
に
な
る
「
箱
田
大
明

神
」
の
神
額
が
掲か

か

げ
ら
れ
て
い
る
。
大
里
伊

勢
の
記
録
と
神
額
裏
の
銘
文
は
、
神
額
の
下

付
お
よ
び
掲け

い

額が
く

の
経
過
を
綴
る
貴
重
な
史
料

で
あ
る
。

（
市
史
研
究
員　

矢や
ぐ
ち
け
い
じ

口
圭
二
）

健康ホットライン
　
『
運
動
』
と
い
う
概
念
は
雑
然
と
し

て
い
ま
す
が
、
健
康
志
向
の
昨
今
、

メ
デ
ィ
ア
等
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
情
報

が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

中
に
は
最
近
よ
く
聞
か
れ
る
“
ロ
コ

モ
”、
そ
の
他
に
も
似
た
よ
う
な
も
の

で
“
フ
レ
イ
ル
”“
サ
ル
コ
ペ
ニ
ア
”

等
の
言
葉
が
存
在
し
ま
す
。
加
齢
に

伴
う
変
化
も
あ
り
ま
す
が
、
い
ず
れ

も
運
動
不
足
と
い
う
事
が
大
き
く
影

響
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
の
時
期

は
寒
さ
も
厳
し
く
な
り
、
身
体
は
極

力
動
か
し
た
く
な
い
も
の
で
す
。
ま

た
老
若
男
女
を
問
わ
ず
、
出
来
上

が
っ
た
生
活
リ
ズ
ム
の
中
に
運
動
習

慣
を
生
活
の
一
環
と
し
て
取
り
入
れ

る
事
は
大
変
難
し
い
事
だ
と
感
じ
て

い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
運
動
方
法
や
量

の
問
題
な
ど
重
要
な
要
素
は
あ
り
ま

す
が
、
大
切
な
事
は
自
分
が
続
け
ら

れ
る
負
荷
量
で
行
う
事
だ
と
考
え
て

い
ま
す
。

　

よ
く
“
三
日
坊
主
”
と
い
う
言
葉
を

耳
に
し
ま
す
が
、
自
分
に
合
っ
た
適

切
な
負
荷
・
量
で
行
え
ず
、
い
き
な

り
ハ
ー
ド
ル
の
高
い
目
標
を
作
る
と

誰
で
も
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
続
か
な

い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
ま
ず

は
運
動
を
続
け
ら
れ
る
き
っ
か
け
を

作
っ
て
い
く
事
が
重
要
で
は
な
い

か
、
と
仕
事
を
す
る
中
で
感
じ
て
い

ま
す
。
運
動
と
言
っ
て
も
、
一
人
で

行
う
事
ば
か
り
が
そ
う
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
市
内
に
は
運
動
を
行
う
サ
ロ

ン
が
多
数
存
在
し
て
い
ま
す
。『
運

動
』
を
き
っ
か
け
に
交
流
が
増
え
た

り
、
身
体
の
悩
み
を
共
有
・
相
談
で

き
る
と
不
安
も
軽
減
す
る
か
と
思
い

ま
す
。
ま
た
運
動
を
継
続
す
れ
ば
、

風
邪
や
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
、
そ
の
他

疾
病
の
予
防
に
も
繋
が
り
ま
す
。

　
「
最
近
運
動
不
足
だ
な
」
と
感
じ
て

い
る
方
や
「
身
体
が
弱
っ
て
き
た
な
」

等
々
感
じ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
は
ど

の
よ
う
な
形
か
ら
で
も
結
構
だ
と
思

い
ま
す
の
で
、
ま
ず
は
身
体
を
動
か

す
機
会
を
作
っ
て
み
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。
買
い
物
に
行
っ
た
時
に

多
め
に
歩
く
事
を
心
掛
け
る
、
小
さ

な
事
か
ら
で
も
良
い
と
思
い
ま
す
。

　
“
身
体
が
つ
ら
く
な
っ
て
き
て
か

ら
頑
張
る
”
で
は
な
く
“
身
体
が
つ
ら

く
な
る
前
に
き
っ
か
け
を
持
つ
”
事

で
、
住
み
慣
れ
た
地
域
で
自
分
ら
し

い
生
活
が
続
け
ら
れ
る
と
思
っ
て
い

ま
す
。“
ご
自
身
に
合
っ
た
生
活
・
運

動
習
慣
を
作
る
”
こ
れ
が
と
て
も
大

切
な
事
で
す
。

自
分
に
合
っ
た

運
動
習
慣
を
作
り
ま
し
ょ
う

【
問
い
合
わ
せ
】市
立
病
院　
Ｔ
Ｅ
Ｌ	
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