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栃
木
県
の
真
岡
市
の
台
町
に
は
田
町
と
の
間
に
お
城
山
と
称
す
る
高

台
が
あ
り
、
街
の
中
心
で
南
北
に
位
置
し
て
お
り
、
む
か
し
芳
賀
の
殿

様
の
支
配
す
る
芳
賀
城
が
あ
っ
た
。 

 

城
と
い
っ
て
も
、
平
地
に
あ
る
低
い
岡
の
上
に
建
て
た
平
屋
の
建
物

で
、
最
後
は
二
十
四
代
続
い
て
慶
長
二
年
に
豊
臣
秀
吉
に
滅
ぼ
さ
れ
た

芳
賀
高
武
の
と
き
ま
で
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。 

 
江
戸
時
代
に
入
っ
て
代
官
が
数
代
住
み
続
い
た
、
い
わ
ば
代
官
屋
敷

で
あ
る
か
ら
、
町
の
人
が
夢
に
描
き
た
い
石
垣
、
白
壁
、
屋
根
瓦
の
も

の
と
は
似
て
も
似
つ
か
な
い
も
の
だ
っ
た
。 

芳
賀
公
に
つ
か
え
て
真
岡
に
昔
か
ら
住
ん
だ
と
伝
え
ら
れ
る
田
村
と 

栃
木
県
真
岡
市
の
芳
賀
城
跡
代
官
屋
敷
の
見
取
図 

田 村 豊 幸
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し
て
は
、
な
ん 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

と
も
淋
し
い
が
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事
実
は
仕
方
が 

な
い
。
そ
の
終 

わ
り
頃
の
芳
賀 

公
に
良
く
仕
え 

た
と
い
っ
て
、 

土
地
を
少
し
貰 

っ
た
も
の
が
残 

っ
て
い
た
が
、 

曽
祖
父
が
娘
を 

旧
家
の
一
族
へ 

お
嫁
に
や
る
と 

き
に
つ
け
て
し 

ま
っ
て
、
い
ま 

は
田
村
家
の
も

の
で
は
な
い
。
台
町
の
南
の
方
に
“
梨
畑
”
と
称
し
て
残
っ
て
い
る
。

昔
の
日
下
田
医
院
の
ご
子
孫
（
い
ま
上
河
原
良
衛
先
生
）
の
土
地
で
あ

る
。 

 

田
村
は
父
の
代
に
真
岡
か
ら
消
え
て
し
ま
っ
た
か
ら
、
曽
祖
父
は
物 

凄
い
先
見
の
明
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
孫
に
財
産
管
理
能
力
の

な
い
こ
と
を
百
年
以
上
も
前
に
予
測
し
た
の
で
も
あ
ろ
う
。 

 

昭
和
二
十
四
年
、田
村
は
真
岡
町
か
ら
い
ま
の
東
京
へ
引
越
し
た
が
、

明
治
の
火
事
で
焼
け
残
っ
た
土
蔵
の
中
に
城
痕
の
代
官
屋
敷
の
見
取
図

も
あ
っ
た
。 

 

真
岡
市
で
保
存
し
て
い
る
資
料
の
中
に
、
同
じ
も
の
が
あ
る
か
ど
う

か
、
確
か
め
ら
れ
な
い
の
で
、
も
し
無
い
と
す
れ
ば
貴
重
な
も
の
と
思 

い
、
こ
こ
に
残
し
て
お
き
た
い
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

こ
の
見
取
図
（
前
頁 

上
段
）
は
寛
政
九
年
（
一 

七
九
七
）
竹
垣
代
官
が 

同
年
十
月
に
建
設
し 

た
と
き
の
も
の
と
、
父 

は
祖
父
に
き
い
た
と
い 

う
。
代
官
屋
敷
は
嘉
永 

四
年
（
一
八
五
一
）
に 

焼
失
し
、
二
宮
金
次
郎 

が
山
内
代
官
に
復
興
を 

命
じ
ら
れ
、
二
宮
金
次 

郎
は
空
堀
を
埋
め
る
よ 

う
に
い
わ
れ
、
そ
の
土 

で
田
町
一
帯
に
ひ
ろ
が 

る
湿
地
を
新
し
い
宅
地 

に
し
た
。
そ
の
東
に
接

 

芳
賀
高
経
に
よ
り
築
城
さ
れ
た
と
、
舞
丘
城
の 

由
来
を
伝
え
る
案
内
板 

真岡陣屋の由来などを説明する案内板と二宮先生記念石碑 
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す
る
い
ま
の
荒
町
は
、
田
町
と
区
別
し
て
新
し
い
町
の
意
味
で
、
も
と

は
新
町
（
あ
ら
ま
ち
）
と
呼
ん
だ
が
、
湿
地
帯
、
荒
れ
た
土
地
の
つ
も

り
で
荒
町
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
の
話
も
あ
る
。 

 

い
ず
れ
に
し
て
も
、
江
戸
時
代
さ
ら
に
東
の
大
前
神
社
ま
で
真
岡
村 

か
ら
行
く
細
い
一
本
路
の
両
側
に
は
、
一
列
の
藁
屋
根
が
並
び
、
そ
の 

う
し
ろ
に
は
見
わ
た
す
限
り
の
田
圃
が
見
え
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

芳
賀
城
阯
代
官 

屋
敷
見
取
図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高
台
に
三
軒
の
平
屋 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           

が
あ
り
、
東
南
が
崖
に
囲
ま
れ
て
い
た
。
南
は
さ
ら
に
南
へ
続
く
岡
を

切
り
く
ず
し
て
空
堀
と
し
て
、
防
衛
陣
地
と
し
て
の
価
値
を
高
め
て
い

た
。
の
ち
に
堀
を
埋
め
た
広
い
道
路
に
し
て
い
ま
に
残
っ
て
い
る
。 

 

こ
の
高
台
は
北
に
の
び
て
い
る
が
、
古
代
人
が
住
ん
で
い
た
の
で
、

石
器
、
土
器
が
発
掘
さ
れ
て
い
る
。
つ
い
最
近
、
真
岡
市
小
林
の
飯
塚

隆
東
さ
ん
と
い
う
方
か
ら
、
こ
こ
に
示
す
「
二
宮
先
生
遺
跡 

真
岡
陣

屋
阯
」
と
い
う
写
真
（
前
頁
㊤
）
を
い
た
だ
い
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

私
が
土
蔵
か
ら
発
見
し
た
も
の
と
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

真
岡
市
は
最
近
、
流
行
の
波
に
乗
っ
て
二
宮
町
（
旧
久
下
田
町
）
を

合
併
し
た
の
で
、
二
宮
町
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
目
的
で
、
解
説 

看
板
を
作
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、 

こ
う
い
う
も
の
は
永
続
す
る
も 

 

の
で
な
い
と
い
う
前
例
が
あ
る 

か
ら
、
肝
心
な
も
の
は
文
書
に 

し
て
お
き
た
い
。 

地
方
行
政
の
責
任
者
が
変
わ 

る
ま
で
は
、
そ
れ
な
り
に
役
立 

つ
看
板
で
あ
る
。 

 
 

…
…
…
…
…
…
…
… 

 
 

上
の
間
取
図
は
、
本
陣
と 

 
 

平
屋
の
各
部
屋
の
詳
細
を 

 
 

示
す 


