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国
道
五
〇
号
の
石
井
交
差
点
か
ら
県
道
一
号
を
宇

都
宮
方
面
に
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
程
進
む
と
、
右
側
に

「
真
言
宗
箱
田
山
」「
地
蔵
院
金
剛
寺
」
と
刻
ま
れ
た

門
柱
が
見
え
て
き
ま
す
。
石
段
を
上
り
山
門
を
く
ぐ

る
と
、
江
戸
時
代
、
文
化
年
間
に
建
造
さ
れ
た
本
堂

が
姿
を
現
し
ま
す
。
山
号
・
院
号
は
、
箱
田
山
地
蔵

院
。
創
建
は
鎌
倉
時
代
初
期
、
賀
海
和
尚
に
よ
る
開

基
と
さ
れ
、
地
蔵
菩
薩
を
本
尊
と
し
て
い
ま
す
。
こ

の
金
剛
寺
は
、
市
指
定
文
化
財
の
香
時
計
を
寺
宝
と

し
て
所
蔵
し
て
い
ま
す
。

　
香
時
計
と
は
、
香
が
安
定
し
て
燃
え
進
む
性
質
を

利
用
し
た
火
時
計
の
一
種
で
、
中
国
か
ら
日
本
に
伝

来
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
古
く
か
ら
寺
院
の
儀

式
、
香
や
火
を
絶
や
さ
ぬ
仏
具
と
し
て
用
い
ら
れ
て

き
ま
し
た
。
金
剛
寺
の
香
時
計
は
、
江
戸
時
代
の
作

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
作
者
は
不
明
で
す
。
形
は

縦
横
各
三
三
・
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
三
九
・

五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
箱
火
鉢
で
、
ヒ
ノ
キ
材
で
作

ら
れ
て
い
ま
す
。
香
を
焚
く
盤
面
に
は
灰
が
入
っ
て

い
ま
す
。
こ
の
灰
は
木
灰
や
藁わ

ら

灰
で
、
数
日
前
か
ら

水
で
灰
の
あ
く
抜
き
を
し
、
よ
く
乾
燥
さ
せ
、
ふ
る

い
に
か
け
る
な
ど
準
備
が
必
要
で
す
。

　
使
い
方
は
、ま
ず
灰
な
ら
し
で
均な

ら

し
た
灰
の
上
に
、

溝
を
つ
け
る
香
型
を
置
き
ま
す
。
香
型
で
作
っ
た
溝

に
沿
っ
て
抹
香
を
同
じ
厚
さ
に
埋
め
、
香
型
を
外
す

と
、
抹
香
の
回
路
が
で
き
あ
が
り
ま
す
。
こ
の
回
路

の
端
に
点
火
し
、
香
の
燃
え
進
ん
だ
長
さ
に
よ
っ
て

時
間
の
経
過
を
知
る
と
い
う
も
の
で
す
。

　
こ
の
香
時
計
は
盤
面
が
四
つ
に
分
か
れ
て
お
り
、

一
つ
の
回
路
の
燃
焼
に
約
六
時
間
、
四
つ
す
べ
て
の

回
路
を
使
う
と
一
昼
夜
燃
え
続
け
ま
す
。
そ
の
た
め

常
香
盤
・
時
香
盤
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。

　
香
を
焚
い
て
い
る
間
は
、
格こ

う
し子
状
の
蓋ふ

た

を
被
せ
て

使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
格
子
が
時
刻
を
知
る
目
盛
り

に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
箱
火
鉢
の
下

部
に
は
、
抽ひ

き
だ
し斗
が
付
い
て
い
て
、
香
入
れ
、
馬ば

れ
ん楝
、

灰
な
ら
し
棒
な
ど
の
付
属
の
道
具
一
式
を
収
納
で
き

る
よ
う
に
な
っ
て
い
て
実
用
的
で
す
。

　
金
剛
寺
の
香
時
計
は
、
時
間
に
追
わ
れ
る
こ
と
の

多
い
現
代
に
お
い
て
、
香
の
燃
え
る
芳
し
い
匂
い
で

時
を
計
っ
た
先
人
た
ち
の
豊
か
な
感
性
を
垣
間
見
る

こ
と
の
で
き
る
貴
重
な
工
芸
品
で
す
。
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