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「
宇
都
宮
」の
地
名
の
由
来
と
な
っ
た
、
宇
都
宮
二
荒
山
神
社
。
そ
し
て
平
安

後
期
か
ら
神
社
の
社
務
職
と
な
り
、
豊
臣
秀
吉
に
滅
ば
さ
れ
る
ま
で
下
野
国
を

領
地
と
し
て
い
た
宇
都
宮
氏
。
歴
史
を
た
ど
れ
ば
、
ど
ち
ら
も
現
在
の
宇
都
宮

市
の
成
り
立
ち
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
波
瀾
万

丈
の
歴
史
の
旅
を
、
誌
面
で
ど
う
ぞ
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

　

皆
さ
ん
、「
宇
都
宮
氏
」
を
ご
存
知
で
す
か
？

　
い
ま
、私
た
ち
が
住
む
宇
都
宮
市
の「
宇
都
宮
」

は
、
現
在
の
宇
都
宮
二ふ

た
あ
ら
や
ま

荒
山
神
社
の
別
号
で
あ
っ

た
「
宇
津
宮
大
明
神
」
に
由
来
し
ま
す
。

　

二
荒
山
神
社
の
主
祭
神
は
豊と

よ
き
い
り

城
入

彦ひ
こ
の
み
こ
と

命
で
、『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』

を
ひ
も
と
く
と
東
国
平
定
を
行
っ
た
皇

族
と
し
て
描
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た

め
創
建
よ
り
戦
勝
祈
願
の
神
社
と
し
て

多
く
の
武
将
が
参
拝
に
訪
れ
ま
し
た
。

　

そ
れ
ら
の
武
将
の
中
で
も
特
に
名
高

い
の
が
、
天
喜
5（
1
0
5
7
）年
に
参

拝
し
た
源
頼よ

り
よ
し義・
義よ

し
い
え家
親
子
で
し
ょ
う
。

前
九
年
の
役
の
際
、
東
北
で
起
こ
っ
た

安
倍
氏
の
反
乱
を
鎮
定
に
行
く
途
中
で
、
二
荒

山
神
社
で
戦
勝
祈
願
を
行
い
ま
し
た
。

　

こ
の
時
に
随
行
し
て
い
た
僧
侶
・
藤ふ

じ
わ
ら
の原
宗そ

う
え
ん円

は
、
氏
家
（
現
・
さ
く
ら
市
）
の
勝
山
で
調
伏

祈
祷
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
乱
が
平
定
さ

れ
る
と
「
調
伏
の
効
果
が
あ
っ
た
」
と
し
て
、
二

荒
山
神
社
の
社し

ゃ
む
し
き

務
職
に
任
ぜ
ら
れ
ま
し
た
。
同

時
に
下
野
国
の
守
護
職
と
し
て
、
こ
の
一
帯
を
治

め
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た

　

宗
円
の
出
自
は
、
摂
関
家
で
名
高
い
藤
原
氏

の
流
れ
を
く
み
、
父
は
藤
原
兼
房
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
二
荒
山
神
社
の
真
南
に
あ
た
る
現
在
の

宇
都
宮
城
址
公
園
あ
た
り
に
居
館
を
構
え
、
こ

れ
が
宇
都
宮
城
の
は
じ
ま
り
と
な
り
ま
し
た
。

　　

宇
都
宮
氏
を
名
乗
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
第

3
代
目
の
朝と

も
つ
な綱
か
ら
で
す
。
朝
綱
は
平
安
時
代

末
期
、
平
氏
が
天
下
を
手
中
に
収
め
た
こ
ろ
、

上
北
面
の
武
士
と
し
て
上
皇
に
仕
え
て
い
ま
し

た
。
そ
し
て
治
承
4（
1
1
8
0
）年
、
源
頼

朝
が
東
国
で
平
氏
打
倒
の
挙
兵
に
踏
み
切
る
と
、

頼
朝
の
元
に
駆
け
つ
け
て
、
以
後
は
そ
の
下
で
戦

う
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

平
氏
滅
亡
か
ら
鎌
倉
幕
府
樹
立
と
、
武
家
政

権
の
確
立
に
大
き
な
功
績
を
残
し
、
力
の
あ
る

御
家
人
と
な
っ
た
朝
綱
。
頼
朝
の
幕
府
開
設
に

伴
い
、
朝
綱
も
鎌
倉
に
居
宅
を
構
え
ま
し
た
。

宇
都
宮
氏
の
館
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
地
は

「
宇う

つ
の
み
や

都
宮
辻ず

し子
」（
辻
子
は
「
通
り
」
の
意
味
）

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
後
に
、
幕

府
の
政
庁
が
こ
の
場
所
に
移
転
し
、
約
12
年
間
こ

こ
で
政
務
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
「
宇
都

宮
辻
子
幕
府
」
と
呼
び
ま
す
。

　

晩
年
、
子
の
業な

り
つ
な綱

に
先
立
た
れ
た
り
、
国
司

か
ら
公
田
横
領
の
罪
で
訴
え
ら
れ
土
佐
に
流
さ

れ
た
り
と
、
不
幸
の
重
な
っ
た
朝
綱
で
す
が
、
家

督
を
孫
の
頼よ

り
つ
な綱

に
譲
り
、
出
家
し
て
一
生
を
終

え
ま
し
た
。

　

宇
都
宮
氏
の
家
系
は
優
れ
た
人
材
が
多
く
、

特
に
鎌
倉
か
ら
室
町
時
代
初
期
に
か

け
て
は
枚
挙
に
暇
が
あ
り
ま
せ
ん
、

同
時
に
文
化
の
面
で
も
、
東
国
の
地
に

さ
ま
ざ
ま
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。

　

第
５
代
頼
綱
は
北
条
時
政
の
娘
を

夫
人
と
し
、
北
条
氏
と
の
結
び
つ
き

も
強
い
御
家
人
で
し
た
が
、
謀
反
の

疑
い
を
か
け
ら
れ
た
た
め
、
そ
れ
を

晴
ら
そ
う
と
家
督
を
子
の
頼よ

り
な
り業

に
譲

り
出
家
、
蓮れ

ん
し
ょ
う生
と
名
乗
り
ま
し
た
。

　

出
家
し
た
頼
綱
（
蓮
生
）
は
京
都
に
居
宅
を

構
え
、
当
代
切
っ
て
の
大
歌
人
・
藤
原
定
家
と

親
交
を
結
び
ま
し
た
。
頼
綱
は
定
家
に
和
歌
を

学
び
、
ま
た
定
家
の
子
に
自
分
の
娘
を
嫁
が
せ

て
い
ま
す
。こ
の
交
流
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
の
が
、

当
初
は
頼
綱
の
山
荘
を
飾
る
目
的
で
選
ん
だ
と

い
わ
れ
る
「
小
倉
百
人
一
首
」
で
す
。

　

頼
綱
自
身
、
優
れ
た
歌
人
で
あ
り
、
宇
都
宮

一
族
が
中
心
と
な
っ
た
「
宇
都
宮
歌
壇
」
は
、

京
都
歌
壇
、
鎌
倉
歌
壇
と
並
び
「
日
本
三
大

歌
壇
」
の
ひ
と
つ
と
ま
で
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
当
時
編
纂
さ

れ
た
新
式
和
歌
集
に
は
、

頼
綱
の
歌
が
多
数
集
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

頼
綱
の
墓
は
京
都
の

三
鈷
寺
に
あ
り
ま
す
が
、

宇
都
宮
市
清
巌
寺
に
は
供
養
塔
が
建
立
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

鎌
倉
時
代
後
期
の
第
8
代
貞さ

だ
つ
な綱
は
、
元
寇
の

際
に
二
度
に
渡
り
九
州
筑
前
に
出
陣
し
て
い
ま

す
。
ま
た
第
9
代
公き

ん
つ
な綱

は
、
鎌
倉
末
期
に
北
条

高
時
の
命
で
楠く

す
の
き
ま
さ
し
げ

木
正
成
と
戦
い
ま
し
た
が
、『
太

平
記
』
に
よ
れ
ば
正
成
は
公
綱
の
布
陣
を
見
て

「
宇
都
宮
は
坂
東 

一 

の
弓
取
也
」
と
感
嘆
し
、

闘
わ
ず
し
て
退
散
し
た
と
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
文
武
と
も
に
名
高
い
宇
都
宮

氏
で
し
た
が
、
時
代
は
や
が
て
戦
国
時
代
と
な

り
ま
す
。
第
17
代
成し

げ
つ
な綱

は
宇
都
宮
氏
の
戦
国

大
名
化
を
図
り
、
北
関
東
最
大
の
勢
力
に
ま
で

成
長
さ
せ
、
最
盛
期
を
迎
え
ま
し
た
。

　

時
は
下
り
ま
す
。
第
22
代
国く

に
つ
な綱
は
、
豊
臣

秀
吉
の
小
田
原
北
条
氏
攻
め
に
戦
功
が
あ
り
、

「
羽は

し
ば
じ
じ
ゅ
う

柴
侍
従
」
の
称
号
を
許
さ
れ
、
本
領
も

安あ
ん
ど堵

さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
よ
う
や
く
そ

の
地
位
を
確
立
し
た
と
思
っ
た
矢
先
、
慶
長
２

（
１
５
９
７
）
年
、
突
然
秀
吉
に
よ
り｢

不
慮

の
小
細｣

が
あ
っ
た
と
改か

い
え
き易

が
申
し
わ
た
さ
れ

ま
す
。
そ
の
た
め
宇
都
宮
氏 

一 

門
の
所
領
は
す

べ
て
没
収
さ
れ
、
慈
心
院
・
東
勝
寺
・
粉
河
寺

な
ど
ゆ
か
り
の
寺
院
も
す
べ
て
廃
寺
。
国
綱
は

娘
婿
の
備
前
・
宇う

き

た

ひ

で

い

え

喜
多
秀
家
預
か
り
と
な
り
、

こ
こ
に
名
門
宇
都
宮
氏
は
滅
亡
し
ま
し
た
。

　

宇
都
宮
市
内
の
興
禅
寺
に
貞
綱
・

公
綱
の
墓
と
伝
え
ら
れ
る
供
養
塔
が

あ
り
、
ま
た
清
巌
寺
に
は
、
頼
綱
の

供
養
塔
が
建
って
い
ま
す
。
同
じ
く
清

巌
寺
に
は
、
わ
が
国
最
古
の
巨
大
な

鉄
塔
婆
（
国
指
定
重
要
文
化
財
）
が

あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
第
8
代
貞
綱

が
亡
母
の
十
三
回
忌
供
養
と
し
て
、

東
勝
寺
に
建
立
し
た
も
の
で
す
。
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—
—

神
社
の
主
祭
神
、
豊と

よ
き
い
り
ひ
こ
の
み
こ
と

城
入
彦
命
と
は
ど
の
よ

う
な
神
様
で
す
か
？

助
川
　
私
ど
も
宇
都
宮
二ふ

た
あ
ら
や
ま

荒
山
神
社
の
主
祭
神
、

豊
城
入
彦
命
の
お
名
前
は
、『
古
事
記
』『
日

本
書
紀
』
な
ど
に
登
場
し
ま
す
。
こ
の
方
は
崇

神
天
皇
の
皇
子
で
し
た
が
、
全
国
統
治
の
御み

よ代
、

東
国
鎮
憮
の
勅
命
を
受
け
て
こ
の
地
へ
ご
差
遣
さ

れ
、
弟
君
・
活い

く
め
の
み
こ
と

目
命
が
11
代
垂
仁
天
皇
に
即
位

さ
れ
る
と
い
う
皇
室
直
系
の
方
を
、
祭
神
と
し

て
祀
って
い
ま
す
。
御
祭
神
「
豊
城
入
彦
命
」
は

『
日
本
書
紀
』
の
祭
神
名
で
、『
古
事
記
』
に

は
豊
富
な
木
々
の
中
に
入
ら
れ
た
神
「
豊
木
入

日
子
命
」
と
表
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

—
—

古
代
か
ら
格
式
高
い
神
社
だ
っ
た
と
う
か

が
っ
て
い
ま
す
。

助
川
　「
二
荒
」
の
名
前
は
、
平
安
時
代
の
歴
史

書
『
続し

ょ
く
に
ほ
ん
こ
う
き

日
本
後
紀
』
に
「
二
荒
神
」
と
記
載
さ

れ
た
の
が
初
見
で
、「
二
荒
神
社
」
と
い
う
名
称

は
同
時
代
の
『
日
本
三
代
実
録
』
に
登
場
し
ま

す
。
そ
の
後
も
繰
り
返
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
書

に
登
場
し
ま
す
が
、
そ
れ
に
従
っ
て
勲
位
も
、
従

二
位
か
ら
正
二
位
、
従
一
位
と
、
昇
叙
さ
れ
て
い

き
ま
す
。

助
川
　
延
長
5（
９
２
７
）年
に
『
延え

ん
ぎ
し
き

喜
式
』
と

い
う
、
全
国
の
神
社
の
格
式
を
記
載
し
た
文
書

が
で
き
、
そ
の
神じ

ん
み
ょ
う名
帳ち

ょ
うに
２、
８
０
０
社
か
ら
の

神
社
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
ど
も
に
つ
い
て

は
東
山
道
「
河
内
郡
一 

座　

大　

二
荒
山
神
社

名
神
大
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。「
名
神
」
と

い
う
の
は
「
名
神
大
社
」
の
こ
と
で
、
大
社
の

中
で
も
特
に
選
ば
れ
た
神
社
で
す
。
全
国
に
約

３
０
０
社
あ
り
、
下
野
国
で
は
二
荒
山
神
社
だ

け
で
す
。
こ
れ
も
、
格
式
の
高
さ
を
示
す
も
の

だ
と
思
い
ま
す
。

　

奈
良
時
代
に
仏
教
が
入
っ
て
来
ま
す
と
、
日

本
の
神
様
を
仏
教
の
仏
様
と
関
連
づ
け
る
「
神

仏
習
合
」
が
起
こ
り
ま
す
。
神
社
で
あ
っ
て
も

仏
事
を
行
う
信
仰
が
生
じ
、
神
社
に
付
属
し
て

寺
院
が
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
を

「
神
宮
寺
」
と
い
い
、
神
宮
寺
の
発
祥
を
見
ま

す
と
、
福
井
県
の
気け

ひ比
神
宮
、
大
分
県
の
宇う

さ佐

神
宮
、
三
重
県
の
多た

ど度
大
社
と
伊
勢
神
宮
、
そ

の
次
に
私
ど
も
二
荒
山
神
社
の
神
宮
寺
で
あ
る

「
慈
心
院
」
が
列
し
て
き
ま
す
。

　

そ
の
地
方
ご
と
に
、
も
っ
と
も
格
式
の
高
い
神

社
を
「
一
之
宮
」
と
言
い
ま
す
。「
一
之
宮
」
の

称
号
は『
今
昔
物
語
』に
記
さ
れ
た
の
が
初
見
で
、

「
国
中
第
一
鎮
守
」「
国
中
第
一
之
霊
神
」
と

さ
れ
ま
し
た
。
文
献
を
調
べ
て
み
ま
す
と
、
畿
内

（
中
央
）
か
ら
陸
奥
（
東
北
）へ
向
う
「
東
山
道
」

の
沿
道
に
あ
る
「
一
之
宮
」
は
、「
近
江　

建た
け

部べ

大
社
」「
美
濃　

南な
ん
ぐ
う宮

大
社
」「
飛
騨　

水み

無な
し

神
社
」「
信
濃　

諏す

わ訪
大
社
」「
上
野　

貫ぬ
き

前さ
き

神
社
」
そ
し
て
「
下
野　

二
荒
山
神
社
」
と
、

そ
う
そ
う
た
る
名
社
が
並
ん
で
い
ま
す
。

—
—

神
社
は
、
も
と
も
と
は
現
在
の
下
之
宮
の
場

所
に
あ
っ
た
そ
う
で
す
ね
。

助
川
　
そ
う
で
す
。
承
知
5（
８
３
８
）年
に
、

現
在
の
場
所
に
遷
座
し
、
そ
れ
ま
で
あ
っ
た
発
祥

の
地
を
「
下
之
宮
」
と
し
た
の
で
す
。
神
様
を

移
し
た
「
移
し
の
宮
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、

こ
れ
も
「
宇
都
宮
」
と
い
う
地
名
の
由
来
に
挙

げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

—
—

「
宇
都
宮
」
と
い
う
名
前
の
由
来
は
諸
説
あ

り
ま
す
ね
。「
一
之
宮
」
か
ら
来
て
い
る
と
も
言

わ
れ
ま
す
。

助
川
　「
一
之
宮
」「
移
し
の
宮
」
の
他
に
も
、

「
稜み

い
ず威
の
宮
」（
大
変
神
聖
で
神
徳
の
高
い
神
様
、

と
い
う
意
味
）、「
現う

つ
つ

の
宮
」（
現
存
の
神
様
＝

天
皇
陛
下
の
ご
子
孫
を
お
祀
り
し
て
い
る
神
社
と

い
う
意
味
）、「
臼
が
峰
」（
神
社
の
あ
る
地
名
）、

「
征う

つ討
の
宮
」（
武
将
が
戦
勝
祈
願
を
し
た
こ
と

か
ら
、
敵
を
討
つ
霊
験
あ
ら
た
か
な
神
社
と
い
う

意
味
）、「
宇
豆
高
き
御
屋
代
」（
供
物
な
ど
を

う
ず
た
か
く
盛
る
社
と
い
う
意
味
）、「
埋
も
れ

の
木
」（
主
祭
神
の
お
名
前
が『
古
事
記
』で
は「
豊

木
入
日
子
命
」
豊
か
な
木
の
中
に
お
入
り
に
な

ら
れ
た
、
と
表
記
し
て
あ
る
こ
と
か
ら
）
説
な
ど

さ
ま
ざ
ま
な
由
来
が
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
初
代
・
宗
円
が
石
山
寺
座
主
よ
り

城
主
と
な
り
、
第
2
代
宗
綱
、
第
3
代
朝
綱
と

平
安
京
の
貴
族
文
化
に
ふ
れ
、
公
家
と
の
交
流

を
深
め
、
朝
綱
は
醍
醐
局
を
迎
え
歌
道
に
も
優

れ
、
都
で
文
化
人
と
し
て
、
下
野
国
で
は
宇
都

宮
様
と
し
て
崇
敬
さ
れ
、
宇
都
宮
姓
の
素
地
が

で
き
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

—
—

宇
都
宮
城
主
は
、
初
代
の
宗
円
が
社し

ゃ
む
し
き

務
職
と

し
て
、
城
主
で
あ
る
と
同
時
に
神
官
で
も
あ
っ
た

そ
う
で
す
ね
。
そ
れ
が
代
々
受
け
継
が
れ
て
い
っ

た
の
で
す
か
。

助
川
　
そ
う
で
す
。
宇
都
宮
氏
は
第
22
代
国
綱

に
い
た
る
約
5
0
0
年
の
間
、
城
主
で
あ
る
と

と
も
に
神
官
と
し
て
の
務
め
を
受
け
継
い
で
い
ま

し
た
。
で
す
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
史
料
な
ど
も
神

社
に
残
っ
て
い
ま
し
た
し
、
何
よ
り
神
社
の
神
事

や
伝
統
も
、
今
に
継
承
さ
れ
て
き
た
の
だ
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

—
—

例
え
ば
、ど
の
よ
う
な
形
で
つ
な
が
り
が
あ
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。

助
川
　
宇
都
宮
氏
の
私
家
法
「
弘こ

う
あ
ん
し
き
じ
ょ
う

安
式
条
」
に
、

神
事
に
つい
て
事
細
か
く
定
め
て
い
ま
す
。

　

宇
都
宮
氏
は
弘
安
6（
１
２
８
３
）年
に
、
第

７
代
景か

げ
つ
な綱

が
、幕
府
の
「
御
成
敗
式
目
」
を
元
に
、

私
家
法
で
あ
る「
弘
安
式
条
」（「
宇
都
宮
家
式
条
」

「
宇
都
宮
家
弘
安
式
条
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま

す
）
を
定
め
ま
し
た
。
こ
れ
は
全
70
カ
条
か
ら
な

る
も
の
で
、
比
較
的
整
っ
た
武
家
の
家
法
と
し
て

は
、
日
本
最
古
の
も
の
で
御
法
度
集
で
す
。

　

こ
の
内
容
で
す
が
、
大
き
な
特
徴
は
二
荒
山

神
社
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
り
、「
神
社
の
ご
祭

礼
が
あ
る
時
に
は
、
例
え
鎌
倉
や
京
都
に
居
て

も
、
必
ず
戻
って
来
な
さ
い
」
と
あ
り
ま
す
。
ど

こ
に
い
て
も
、
神
事
に
は
必
ず
奉
仕
し
な
さ
い
、

と
は
っ
き
り
定
め
て
あ
り
ま
す
。

　

二
荒
山
神
社
は
室
町
時
代
ま
で
、
20
年
に
一

度
、
建
て
替
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
（
式
年
造
営
）

が
、
そ
れ
も
こ
の
弘
安
式
条
に
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
神
社
の
建
物
の
補
修
も
守
る
べ
き
事
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
神
社
の
行
事
と
し
て
は
、
児ち

ご
え
ん延

年ね
ん
の
ま
い舞

や
流や

ぶ

さ

め

鏑
馬
な
ど
に
つ
い
て
の
記
載
が
あ
り
ま

す
。
神
事
に
つ
い
て
事
細
か
く
定
め
た
条
文
が
、

私
家
法
に
あ
る
の
は
珍
し
い
こ
と
で
す
。
こ
れ
も

宇
都
宮
氏
が
社
務
職
で
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

—
—

お
話
を
う
か
が
っ
て
い
ま
す
と
、
改
め
て
二

荒
山
神
社
と
宇
都
宮
氏
と
の
関
わ
り
の
深
さ
を
実

感
し
ま
す
。

助
川
　
現
在
、社
務
所
に
展
示
し
て
あ
る
宝
物
に

『
新
式
和
歌
集
』
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
第
5

代
頼よ

り
つ
な綱

と
外
戚
関
係
に
あ
っ
た
歌
人
・
藤
原
定

家
の
孫
、
為
氏
が
編
簒
し
た
と
い
わ
れ
、
宇
都
宮

一
族
の
詠
ん
だ
歌
が
多
数
収
め
ら
れ
て
い
る
和
歌

集
で
す
。
そ
の
他
に
鎌
倉
幕
府
三
代

将
軍
の
源
実さ

ね
と
も朝

の
歌
や
、
藤
原
定
家

の
歌
な
ど
、
京
都
や
鎌
倉
の
歌
人
の

歌
が
広
く
収
め
ら
れ
て
お
り
、
当
時

の
宇
都
宮
氏
の
文
化
的
交
流
の
広
さ
、

深
さ
を
示
す
も
の
と
な
って
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
国
指
定
の
重
要
美

術
品
と
し
て
「
三さ

ん
じ
ゅ
う
は
ち
け
ん
ほ
し
か
ぶ
と

十
八
間
星
兜
」
と

「
鉄て

つ
せ
い
こ
ま
い
ぬ

製
狛
犬
」
が
あ
り
ま
す
。
前
者

は
南
北
朝
期
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
後
者
は
「
建
治
三
年
二

月 

吉
田
直
連
施
入
」
の
銘
が
あ
り
、

１
２
７
７
年
（
鎌
倉
時
代
）
の
作
と

思
わ
れ
ま
す
。

　

他
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
宝
物
、
史
料

な
ど
が
あ
り
、
そ
れ
を
大
切
に
保
管

し
て
次
代
へ
引
き
継
ぐ
事
も
、
私
ど
も

の
大
切
な
役
割
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

—
—

江
戸
時
代
以
降
の
宇
都
宮
と
二
荒

山
神
社
に
つ
い
て
も
、
機
会
が
あ
り
ま

し
た
ら
ま
た
お
話
を
う
か
が
わ
せ
て
く

だ
さ
い
。あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

主
祭
神「
豊
城
入
彦
命
」は

天
皇
の
直
系

「
宇
都
宮
」の

名
前
の
由
来
は
？

「
新
式
和
歌
集
」な
ど

貴
重
な
収
蔵
品
も

私
家
法「
弘
安
式
条
」に
も

神
事
の
定
め
が

宇
都
宮
市
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
、
古
代
か
ら
現
在
ま
で
格
式
高
い
社
と
し
て
崇
敬
さ
れ
て

来
た
、
宇
都
宮
二
荒
山
神
社
。
そ
の
成
り
立
ち
や
お
祀
り
し
て
い
る
神
様
、「
宇
都
宮
」の

地
名
の
由
来
、
そ
し
て
宇
都
宮
氏
と
の
関
わ
り
な
ど
を
、
助
川
通
𣳾
宮
司
に
う
か
が
い
ま

し
た
。

この長い石段は95段あります。
一気に駆け上がれる人は、元気な証拠

大通りを通る人々からも親しまれている大鳥居

宇都宮氏の文化交流の広さを表す
『新式和歌集』

写真 上／三十八間星兜 ： 南北朝の頃の作とされる兜。藤
原秀郷が奉納したという伝説もあります
写真 下／鉄製狛犬 ： 鎌倉時代の作で、火災にあって左前
足が失われています

特集 宇都宮氏と二荒山神社
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Ｊ
Ｒ
宇
都
宮
駅
か
ら
湘
南
新
宿
ラ
イ
ン
に

乗
って
約
２
時
間
半
、意
外
に
近
い
鎌
倉
で
す
。

あ
い
に
く
の
曇
り
空
で
、天
気
予
報
は
「
雨
」。

出
発
前
は
の
ん
び
り
観
光
気
分
だ
っ
た
取
材

チ
ー
ム
で
す
が
、
こ
れ
は
い
け
な
い
と
ば
か
り
、

キ
リ
ッ
と
仕
事
モ
ー
ド
に
切
り
替
わ
り
ま
し

た
。

　

鎌
倉
駅
か
ら
若
宮
大
路
に
出
て
、
大
き
な
鳥
居

を
横
目
に
見
な
が
ら
道
路
を
横
断
。
さ
す
が
は
鎌

倉
、
平
日
に
も
関
わ
ら
ず
道
路
は
大
混
雑
で
す
。

　

鶴
岡
八
幡
宮
に
向
って
し
ば
ら
く
歩
く
と
、
右
手

に
「
鎌
倉
彫
資
料
館
」
と
「
カ
ト
リ
ッ
ク
雪
ノ
下

教
会
」
が
見
え
ま
し
た
。
こ
こ
の
二

つ
の
建
物
の
間
の
小
路
を
入
っ
て
行

く
と
…
…

　

あ
り
ま
し
た
！

　
「
宇
都
宮
稲
荷
大
明
神
」
と
染

め
抜
か
れ
た
、
目
に
鮮
や
か
な
赤
い

の
ぼ
り
が
何
本
も
立
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
れ
を
囲
む
よ
う
な
鮮
や

か
な
緑
。
入
口
に
は
鳥
居
が
立
ち
、

社
周
辺
も
き
ち
ん
と
掃
き
清
め
ら

れ
て
、
大
切
に
手
入
れ
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
見
て
取
れ
ま
す
。
後
で
聞

く
と
、
地
元
の
皆
様
が
お
世
話
を
し

て
く
だ
さ
っ
て
い
る
と
の
こ
と
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。

　

鳥
居
の
手
前
に
立
つ
石
碑
に
は
「
宇
津
宮
辻
幕

府
旧
蹟
」
と
題
し
た
由
来
が
刻
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

大
正
10
年
に
、
鎌
倉
町
青
年
会
に
よ
り
建
立
さ
れ

ま
し
た
。

　

鎌
倉
幕
府
の
有
力
御
家
人
で
あ
っ
た
宇
都
宮
氏

（
当
時
は
3
代
朝
綱
）
が
、
幕
府
開
設
の
折
、
こ
の

地
に
屋
敷
を
構
え
た
こ
と
か
ら「
宇
都
宮
辻
子
」（
辻

子
と
は
小
路
の
意
味
）
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
嘉
禄
元

（
１
２
２
５
）
年
か
ら
約
12
年
間
、
幕
府
政
庁
が
置

か
れ
た
こ
と
に
由
来
し
、
こ
の
時
期
の
幕
府
を
、
そ

の
地
名
を
と
っ
て
「
宇
都
宮
辻
子
幕
府
」
と
言
い
習

わ
し
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
に
現
在
、
な
ぜ
稲
荷
大
明
神
が
祀
ら
れ
て
い

る
の
か
は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
宇
都
宮
氏
は
も

と
も
と
稲
荷
信
仰
が
篤
く
、
屋
敷
内
に
は
必
ず
稲

荷
神
社
が
祀
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
関
係
が
あ
る
の
で

し
ょ
う
か
。

　

若
宮
大
路
と
平
行
に
東
西
に
通
っ
て
い
た
宇

都
宮
辻
子
。
現
在
は
閑
静
な
住
宅
地
に
な
っ
て

い
ま
す
。
多
く
の
観
光
客
が
押
し
掛
け
る
よ
う

な
場
所
で
は
な
い
た
め
、
落
ち
着
い
た
雰
囲
気

の
中
で
お
参
り
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

取
材
チ
ー
ム
は
「
こ
れ
を
ご
縁
に
、
当
地
と

の
交
流
を
し
た
い
も
の
で
す
ね
」
と
口
々
に
話

し
な
が
ら
、
崩
れ
そ
う
な
空
を
心
配
し
つ
つ
、

鶴
岡
八
幡
宮
への
参
詣
へ
向
い
ま
し
た
。

　
「
鎌
倉
に
宇
都
宮
が
あ
る
そ
う
で
す
」と
い
う
情
報
を
つ
か
ん
だ
、
会
報『
天
地

人
』編
集
委
員
。「
宇
都
宮
辻
子
と
い
う
場
所
が
あ
る
そ
う
で
す
」。「
宇
都
宮
稲

荷
大
明
神
が
信
仰
を
集
め
て
い
る
と
聞
き
ま
し
た
」。
こ
れ
は
早
速
取
材
し
な
け

れ
ば
！ 

と
取
材
チ
ー
ム
を
編
成
、
鎌
倉
に
急
行
し
ま
し
た
。

　
宇
都
宮
氏
は
二
十
二
代
、
約
５
０
０
年
に
わ
た
り
宇
都
宮
城
の
城
主
と
し
て
、
ま
た
二
荒
山

神
社
の
社
務
職
と
し
て
、
下
野
国
を
治
め
て
き
ま
し
た
。
で
す
が
、
菩
提
寺
で
あ
っ
た
東
勝

寺
が
宇
都
宮
氏
改
易
に
伴
っ
て
廃
寺
さ
れ
る
な
ど
し
て
、
現
在
ま
で
伝
え
ら
れ
る
旧
蹟
は
残
念

な
が
ら
さ
ほ
ど
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。
第
22
代
国
綱
の
改
易
後
、子
孫
は
代
々
水
戸
藩
に
仕
え
て
、

明
治
維
新
を
迎
え
て
い
ま
す
。
今
回
の
特
集「
宇
都
宮
二
荒
山
神
社
」
「
宇
都
宮
氏
」の
記
事

に
登
場
し
た
ゆ
か
り
の
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宇都宮稲荷大明神
【周辺地図】

鎌倉市小町２丁目15にある宇都宮稲荷大明神

厳かな雰囲気の社です！

宇都宮稲荷神社
神奈川県鎌倉市小町2丁目15
鎌倉駅から徒歩10分

（カトリック雪ノ下教会と鎌倉彫資料館の間の道を入り右側）
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清巌寺

宇都宮城址公園

宇都宮二荒山神社

臼が峰にある宇都宮のシン
ボル、二荒山神社。境内には
本殿・拝殿の他に神楽殿、
神門などがあります。

宇都宮
二荒山神社

明治維新の戦火で焼失した宇都宮城の一部を復元
し、平成 19 年にオープンした公園です。敷地内には、
歴史史料を展示している清明館などがあります。

宇
都
宮
城
址
公
園

正和 3（１３１４）年に宇都宮貞綱が開基したと伝え
られる興禅寺には、貞綱と子・公綱の墓と伝えられ
る供養塔があります。江戸時代の「浄瑠璃坂の仇
討」の発端となった事件が起ったことでも有名です。

興
禅
寺

かつて、二荒山神社は「荒尾崎」という
場所に祀られていました。それが、現在
の下之宮あたりだと考えられています。
その後、承知 5（８３８）年に現在の臼が
峰に遷座、こちらを摂社としました。

下
之
宮

宇都宮頼綱（蓮生）ゆかりの寺である清巌
寺には、その頼綱の供養塔があります。また
わが国最古の鉄塔婆も境内の収蔵庫に
見ることができます。この鉄塔婆は貞綱が亡
母供養のため建てたもので、もとは東勝寺
にあったものです。

清巌寺
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