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栃
木
県
の
夏
の
風
物
詩
の
ひ
と
つ
と
も
言
え
る

「
雷
」。
と
り
わ
け
宇
都
宮
市
は
「
雷
都
」
と
呼
ば

れ
る
ほ
ど
、
雷
が
多
い
場
所
で
す
。
雷
は
時
に
人
命

を
奪
い
、
火
災
を
発
生
さ
せ
、
雷
に
よ
る
突
風
や
雹

は
農
作
物
に
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
ま
す
。
そ
の

一
方
で
、
恵
み
の
雨
を
も
も
た
ら
し
て
く
れ
ま
す
。

栃
木
県
内
で
は
、
雷
を
「
ら
い
さ
ま
」
と
尊
称
を
つ

け
て
呼
ぶ
習
わ
し
が
あ
り
ま
す
。
雷
神
を
祀
る
神

社
や
雷
に
ま
つ
わ
る
信
仰
や
言
い
伝
え
が
多
く
あ
る

の
も
栃
木
県
な
ら
で
は
で
す
。

　

宇
都
宮
市
平
出
町
に
鎮
座
す
る
雷
電
神
社
も
、

そ
ん
な
雷
の
恩
恵
と
災
害
に
対
す
る
防
除
や
降
雨
祈

願
に
霊
験
あ
た
ら
か
な
神
社
と
し
て
、
古
く
よ
り
宇

都
宮
市
東
部
一
帯
に
住
む
人
た
ち
か
ら
篤
い
信
仰
を

受
け
て
い
ま
す
。
そ
の
歴
史
は
古
く
、
仁
和
２

（
８
８
６
）
年
、
京
都
の
賀
茂
別
雷
神
社
（
上
賀
茂

奉
納
は
伝
統
・
文
化
を
守
る

地
域
貢
献
活
動

　

４
月
24
日
（
火
）
午
前
10
時
に
宇
都
宮
商
工
会

議
所
大
会
議
室
で
、
㈱
井
上
総
合
印
刷
の
井
上
光

夫
会
長
か
ら
雷
電
神
社
氏
子
総
代
に
、
風
神
雷
神

図
が
奉
納
さ
れ
ま
し
た
。

　

宇
都
宮
市
に
今
も
根
強
く
残
る
「
雷
信
仰
」、
そ

し
て
地
域
の
信
仰
を
集
め
人
々
か
ら
愛
さ
れ
る
平
出

町
の
雷
電
神
社
。
こ
う
し
た
伝
統
習
俗
を
守
り
、

新
し
い
伝
統
を
創
る
た
め
の
地
域
貢
献
活
動
で
す
。

　

こ
の
風
神
雷
神
図
は
、
井
上
会
長
が
画
家
の
井
上

文
太
さ
ん
に
依
頼
し
て
制
作
さ
れ
た
も
の
。
長
さ
４

メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ
２
枚
の
掛
軸
に
、
風
神
と
雷
神
が

対
に
な
って
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

井
上
画
伯
は
日
本
画
や
洋
画
、
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ

ン
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
デ
ザ
イ
ン
な
ど
を
幅
広
く
手
が
け

る
作
家
で
す
。
日
本
的
な
風
景
な
ど
を
モ
チ
ー
フ
に

す
る
こ
と
が
多
く
、
海
外
で
の
人
気
も
高
い
井
上
画

伯
の
作
品
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
ポ
ン
ピ
ド
ー
・
セ
ン
タ
ー
や

ア
メ
リ
カ
の
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
美
術
館
に
も
収
蔵
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
一
方
で
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
放
映
さ
れ
た
人
形
劇

神
社
）
か
ら
雷
の
神
様
「
賀
茂
別
雷
大
神
」
を
迎

え
て
祀
っ
た
の
が
、
は
じ
ま
り
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

神
社
参
道
に
は
樹
齢
数
百
年
の
杉
や
、
天
保
年
間
に

奉
納
さ
れ
た
石
灯
籠
や
鉄
柱
赤
灯
籠
が
、
ま
た
境

内
に
は
樹
齢
三
百
年
余
の
「
大
老
木
・
夫
婦
杉
・
白

樫
」
が
立
ち
並
び
、
田
園
風
景
が
広
が
る
平
出
地

区
の
鎮
守
に
ふ
さ
わ
し
い
景
観
を
見
せ
て
い
ま
す
。

　

雷
電
神
社
は
一
年
を
通
じ
て
い
く
つ
も
の
お
祭
り

を
行
い
ま
す
が
、
中
で
も
４
月
第
３
日
曜
日
の
例
祭

と
７
月
第
４
日
曜
日
の
夏
の
大
祭（
梵
天
奉
納
神
事
）

は
、
参
拝
者
な
ど
で
大
い
に
賑
わ
い
ま
す
。
４
月
の

例
祭
で
は
、
個
人
や
各
地
の
雷
電
講
の
代
表
者
が
参

拝
に
訪
れ
、
嵐
除
け
の
お
札
を
受
け
る
習
わ
し
が
あ

り
ま
す
。
お
札
を
受
け
取
っ
た
家
で
は
、
こ
れ
を
神

棚
に
供
え
た
り
戸
口
に
貼
る
な
ど
し
て
雷
が
も
た
ら

す
被
害
を
除
け
、
五
穀
豊
穣
を
願
い
ま
す
。
ま
た

最
近
で
は
、
電
気
関
連
会
社
の
参
拝
も
多
く
、
雷

除
け
の
神
礼
が
海
外
に
ま
で
いって
ま
す
。

　

そ
し
て
７
月
の
梵
天
奉
納
神
事
で
は
、
豊
年
祈
願

と
し
て
、
長
さ
15
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
根
っ
こ
付
き
の
孟

宗
竹
の
先
に
赤
や
白
の
ビ
ニ
ー
ル
紐
を
房
状
に
飾
り
つ

け
た
大
人
用
梵
天
２
本
の
奉
納
が
行
わ
れ
ま
す
。

「
よ
ー
い
し
ょ
、
よ
ー
い
し
ょ
」
の
か
け
声
で
梵
天
を

か
つ
ぎ
、
参
道
を
行
き
つ
戻
り
つ
し
な
が
ら
、
途
中

で
梵
天
を
上
下
に
ゆ
ら
し
ま
す
。
そ
し
て
梵
天
を
神

社
に
奉
納
し
た
後
、
境
内
の
ご
神
木
に
梵
天
を
縛
り

付
け
る
の
で
す
。
当
日
は
ほ
か
に
子
ど
も
神
輿
の
奉

納
や
お
囃
子
の
演
奏
が
あ
り
、
境
内
は
終
日
賑
わ
い

ま
す
。

　

か
つ
て
雷
電
神
社
で
は
、
日
照
り
が
続
く
と
「
お

水
借
り
」
と
呼
ば
れ
る
雨
乞
い
の
風
習
が
行
わ
れ
て

い
ま
し
た
。
境
内
東
端
の
台
地
と
低
地
の
境
に
あ
る

湧
水
か
ら
水
を
も
ら
い
受
け
、
各
々
の
田
ん
ぼ
に
水

を
注
ぎ
、
呼
び
水
に
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ

『
新
・
三
銃
士
』『
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
・
ホ
ー
ム
ズ
』
の
人

形
デ
ザ
イ
ン
を
手
が
け
る
な
ど
、
活
動
範
囲
は
多
岐

に
わ
た
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
東
日
本
大
震
災
の
復
興

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
、
現
在
も
定
期
的
に
東
北
で

活
動
を
続
け
て
い
ま
す
。

　

井
上
会
長
は
、
同
社
工
場
が
平
出
工
業
団
地
に
あ

る
な
ど
、
平
出
町
と
の
つ
な
が
り
が
深
く
、
雷
電
神

社
の
宮
司
と
も
先
代
か
ら
交
流
を
持
っ
て
い
ま
す
。

地
域
に
住
む
人
た
ち
の
た
め
に
、
文
化
面
で
何
か
お

手
伝
い
が
し
た
い
と
考
え
て
い
た
井
上
会
長
は
、
３
年

前
に
食
事
会
で
出
会
っ
た
井
上
画
伯
と
意
気
投
合
し
、

風
神
雷
神
図
を
描
い
て
ほ
し
い
と
依
頼
し
ま
し
た
。

　

井
上
画
伯
は
井
上
会
長
か
ら
「
宇
都
宮
は
雷
が

多
く
、
雷
電
神
社
も
雷
の
神
様
を
祀
っ
て
い
る
」
と

説
明
を
受
け
、「
地
域
の
信
仰
と
伝
統
を
守
る
た
め

で
あ
れ
ば
」
と
受
諾
、
制
作
を
始
め
ま
し
た
。

「
地
域
社
会
への
恩
返
し
」

と
話
す
井
上
会
長

　

３
年
越
し
の
悲
願
が
か
な
っ
て
４
月
初
め
に
作
品

㈱
井
上
総
合
印
刷
が

平
出
雷
電
神
社
に﹁
風
神
雷
神
図
﹂を
奉
納

が
完
成
、
さ
っ
そ
く
１
対
の
掛
軸
と
し
て
表
装
し
、

こ
の
日
の
奉
納
式
と
な
り
ま
し
た
。

　

当
日
は
雷
電
神
社
の
禰
宜
と
氏
子
総
代
が
出
席
、

掛
軸
を
天
井
か
ら
か
け
て
お
披
露
目
を
す
る
と
と
も

に
、
井
上
会
長
と
井
上
加
容
子
社
長
か
ら
額
に
入
れ

た
レ
プ
リ
カ
が
氏
子
総
代
に
手
渡
さ
れ
ま
し
た
。

　

井
上
会
長
は
あ
い
さ
つ
で
絵
を
依
頼
し
た
経
緯
を

説
明
。「
先
代
宮
司
と
は
、
雷
電
神
社
を
今
以
上
に

栄
え
さ
せ
た
い
と
い
う
話
を
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の

後
、
自
社
工
場
を
平
出
工
業
団
地
に
設
け
た
縁
も
あ

っ
て
、
地
域
や
神
社
へ
の
想
い
も
いっ
そ
う
強
く
な
り
、

何
と
か
地
域
へ
の
恩
返
し
を
し
た
い
と
考
え
、
や
っ
と

こ
の
度
の
風
神
雷
神
図
奉
納
と
な
り
ま
し
た
」
と
話

し
ま
し
た
。
こ
の
日
の
奉
納
を
受
け
て
、
氏
子
総
代

の
高
橋
安
雄
さ
ん
、
南
木
伸
さ
ん
は
「
神
社
と
も
相

談
し
な
が
ら
、
地
域
文
化
の
た
め
に
活
用
し
た
い
」

と
話
し
ま
し
た
。
ま
た
神
社
を
代
表
し
て
出
席
し

た
禰
宜
の
福
田
富
弥
さ
ん
は
「
大
切
な
も
の
な
の
で
、

収
蔵
の
方
法
な
ど
も
含
め
、
井
上
会
長
と
打
ち
合
わ

せ
を
し
な
が
ら
、地
域
の
た
め
に
活
か
し
て
い
き
た
い
」

と
抱
負
を
語
り
ま
し
た
。

　

伝
統
に
のっ
と
っ
た
テ
ー
マ
、
構
図
で
あ
り
な
が
ら
、

現
代
的
な
手
法
も
見
て
取
れ
る
、
親
し
み
や
す
い
風

神
と
雷
神
。
今
後
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
地
域
の
人
々

の
目
に
ふ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

も
ま
た
雷
電
神
社
な
ら
で
は
の
風
習
で
す
。
ま
た

近
年
で
は
、
本
格
的
な
雷
の
季
節
前
の
６
月
に
な
る

と
、
落
雷
除
け
を
願
う
電
気
関
係
の
仕
事
を
さ
れ

て
い
る
方
々
が
参
拝
に
訪
れ
て
い
ま
す
。

　

雷
が
も
た
ら
す
災
い
を
除
け
つつ
も
、
雷
が
も
た

ら
す
恵
み
の
雨
が
大
地
を
潤
す
こ
と
を
祈
る—

雷
電
神
社
は
、
雷
と
と
も
に
暮
ら
し
て
き
た
宇
都

宮
を
物
語
る
神
社
な
の
で
す
。

宇
都
宮
の「
雷
信
仰
」と
平
出
雷
電
神
社

　

宇
都
宮
市
は
雷
の
多
い
土
地
。
雷
に
関

わ
る
習
俗
も
残
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
平
出

町
の
雷
電
神
社
は
、
雷
の
神
様
を
祀
っ
て

い
ま
す
。
今
回
は
雷
と
雷
電
神
社
に
ま
つ

わ
る
歴
史
習
俗
と
、
４
月
に
企
業
の
社
会

貢
献
活
動
と
し
て
奉
納
さ
れ
た
ば
か
り
の

風
神
雷
神
図
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

怖
い﹁
ら
い
さ
ま
﹂
と

上
手
に
つ
き
あ
う
民
俗

参道で梵天をゆらす（写真提供：宇都宮伝統文化連絡協議会）
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