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宇
都
宮
が
誇
る
大
谷
石
文
化
が
、
こ
の
ほ
ど
文
化
庁
の
日
本
遺
産
に
認

定
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
今
回
は
改
め
て
大
谷
石
文
化
の
価
値
や
魅
力
に

迫
る
と
と
も
に
、
認
定
の
経
緯
や
今
後
の
取
組
に
つ
い
て
特
集
し
ま
し
た
。

特集 1 日本遺産と大谷石文化

「
ス
ト
ー
リ
ー
」を
重
視
す
る
日
本
遺
産

　

日
本
遺
産
と
聞
い
て
「
世
界
遺
産
じ
ゃ
な
い
の
？
」

と
思
う
方
も
多
い
で
し
ょ
う
。
日
本
遺
産
と
は
文

化
庁
が
平
成
27
（
２
０
１
５
）
年
に
創
設
し
た
制

度
で
、
現
在
ま
で
に
全
国
で
67
件
が
認
定
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

歴
史
的
・
文
化
的
な
価
値
の
高
い
文
物
を
守
る

た
め
の
施
策
の
一つ
に
、
文
化
財
制
度
が
あ
り
ま
す
。

私
た
ち
が
長
い
歴
史
の
中
で
生
み
出
し
て
き
た
歴
史

文
化
資
源
を
保
存
し
、
次
世
代
に
受
け
継
ぐ
た
め

の
制
度
で
す
。
国
の
文
化
財
の
他
に
県
や
市
町
村

な
ど
地
方
自
治
体
が
指
定
す
る
文
化
財
も
あ
り
、

多
く
の
人
に
と
って
も
な
じ
み
深
い
も
の
で
し
ょ
う
。

　

文
化
財
に
は
建
物
や
絵
画
彫
刻
な
ど
を
対
象
と

す
る
有
形
文
化
財
と
、
民
俗
・
習
俗
や
伝
統
芸
能

な
ど
を
対
象
と
す
る
無
形
文
化
財
に
大
別
さ
れ
ま

す
が
、
ど
ち
ら
も
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
文
化
資
源
を

個
別
に
指
定
し
て
い
ま
す
。
い
わ
ば
「
点
」
の
保
護

で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
日
本
遺
産
は
、
地
域
内
に

点
在
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
文
化
資
源
を
結
び
つ

け
て
「
面
」
で
の
活
用
や
情
報
発
信
を
行
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
保
護
に
重
点
を
置
い
た
文
化
財
制
度
に
対

し
て
、
日
本
遺
産
は
地
域
の
持
つ
歴
史
や
文
化
の
重

み
を
内
外
に
発
信
し
、
地
域
活
性
化
に
つ
な
げ
よ
う

と
い
う
違
い
が
あ
る
の
で
す
（
図
１
参
照
）。

　

地
域
の
歴
史
的
魅
力
や
特
色
は
、
個
々
の
歴
史

文
化
資
源
だ
け
を
見
て
い
た
の
で
は
、
な
か
な
か
分

か
り
ま
せ
ん
。
日
本
遺
産
で
は
、
い
く
つ
も
の
要
素

を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
魅
力
や

特
色
を
く
っ
き
り
浮
か
び
上
が
ら
せ

ま
す
。そ
の
役
割
を
果
た
す
の
が「
ス

ト
ー
リ
ー
」
で
す
。

　

点
在
す
る
歴
史
文
化
資
源
を
た

だ
並
べ
て
紹
介
す
る
、
い
わ
ば
旅
行

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
よ
う
な
方
法
で
は
、

「
点
」
は
紹
介
で
き
て
も
、
地
域
全

体
の
魅
力
を
伝
え
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
し
、
理
解
も
深
ま
り
ま
せ
ん
。

日
本
遺
産
の
「
ス
ト
ー
リ
ー
」
は
、

テ
ー
マ
を
設
定
し
て
資
源
を
取
捨
選
択
し
た
上
で
、

そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
か
を
明
確

に
し
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
漫
然
と
し
た
歴
史
散

歩
、
文
化
財
探
訪
で
は
な
く
、
よ
り
広
が
り
や
説

得
力
の
あ
る
情
報
発
信
が
可
能
に
な
る
の
で
す
。

　

従
来
の
文
化
財
と
日
本
遺
産
の
大
き
な
違
い
と

し
て
、
地
域
活
性
化
へ
の
着
目
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

単
に
保
護
す
る
の
で
は
な
く
、
い
か
に
し
て
地
域
の

た
め
に
活
用
す
る
か
を
重
視
し
て
お
り
、
認
定
申

請
の
時
に
は
そ
の
た
め
の
活
用
策
に
つ
い
て
も
具
体

的
な
計
画
を
求
め
ら
れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
直
接
ビ

ジ
ネ
ス
を
行
う
計
画
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
地
域
活

性
化
が
成
功
す
れ
ば
さ
ま
ざ
ま
な
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン

ス
も
生
ま
れ
て
き
ま
す
。
観
光
関
連
や
飲
食
関
連

だ
け
で
な
く
、
物
販
や
建
築
・
建
設
な
ど
さ
ま
ざ

ま
な
業
種
に
と
っ
て
、
大
き
な
プ
ラ
ス
効
果
が
期
待

で
き
ま
す
。
日
本
遺
産
認
定
の
重
要
性
は
、
こ
う

し
た
点
に
も
あ
る
の
で
す
。

大
谷
石
文
化
と
宇
都
宮
の
魅
力

　

今
年
５
月
24
日
（
木
）、
文
化
庁
が
平
成
30

（
２
０
１
８
）
年
度
の
日
本
遺
産
認
定
を
発
表
。
宇

都
宮
市
が
申
請
し
て
い
た
「
地
下
迷
宮
の
秘
密
を

探
る
旅 

大
谷
石
文
化
が
息
づ
く
ま
ち
宇
都
宮
」
が

認
定
さ
れ
ま
し
た
。
今
年
度
は
全
国
か
ら
76
件
も

の
申
請
が
あ
り
ま
し
た
が
、
認
定
さ
れ
た
の
は
わ
ず

か
13
件
で
し
た
。

　

今
回
の
認
定
は
、
宇
都
宮
が
誇
る
大
谷
石
文
化

が
、
日
本
が
守
る
べ
き
遺
産
と
し
て
改
め
て
脚
光
を

浴
び
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　
「
地
下
迷
宮
の
秘
密
を
探
る
旅　

大
谷
石
文
化

が
息
づ
く
ま
ち
宇
都
宮
」
と
い
う
魅
力
的
な
タ
イ

ト
ル
で
、
ど
の
よ
う
な
「
ス
ト
ー
リ
ー
」
が
語
ら
れ

て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
概
要
を
引
用
し
ま
す
。

　
「
冷
気
が
張
り
つ
め
る
こ
の
空
間
は
一
体
、
ど
こ

ま
で
続
き
、
降
り
て
い
く
の
だ
ろ
う
。
壁
が
せ
り
立

つ
巨
大
な
空
間
に
は
、
柱
が
整
然
と
並
び
、
灯
さ
れ

た
明
か
り
と
柱
の
影
が
幾
重
に
も
続
く
。
柱
と
柱

の
間
を
曲
が
る
と
、
同
じ
光
景
が
ま
た
目
前
に
広

が
り
、
し
だ
い
に
方
向
感
覚
が
失
わ
れ
て
い
く
。

　

江
戸
時
代
に
始
ま
っ
た
大
谷
石
採
掘
は
、
最
盛

期
に
年
間
89
万
ト
ン
を
出
荷
す
る
日
本
屈
指
の
採

石
産
業
と
し
て
発
展
し
、
地
下
に
巨
大
な
迷
宮
を

産
み
出
し
て
いっ
た
。

　

大
谷
石
の
産
地
・
宇
都
宮
で
は
、
石
を
『
ほ
る
』

文
化
、
掘
り
出
さ
れ
た
石
を
変
幻
自
在
に
使
い
こ

な
す
文
化
が
連
綿
と
受
け
継
が
れ
、
こ
の
地
を
訪

れ
る
人
々
を
魅
了
す
る
。」（
申
請
書
よ
り
引
用
）

　
ス
ト
ー
リ
ー
の
概
略
は
、次
の
よ
う
な
内
容
で
す
。

●

産
業
と
し
て
の
大
谷
石
採
掘
の
歴
史
や
現
在
の

姿
●

採
掘
し
た
あ
と
に
生
ま
れ
た
地
下
空
間

●

大
谷
石
産
業
を
支
え
た
鉄
道

●

他
地
域
と
の
関
わ
り
（
石
の
出
荷
、
他
地
域
の

建
物
で
の
使
用
な
ど
）

●

採
掘
な
ど
に
ま
つ
わ
る
地
域
の
習
俗

●

大
谷
石
を
用
い
た
地
域
の
建
造
物

●

石
蔵
や
石
塀
、
民
芸
品
な
ど
大
谷
石
と
人
々
の

生
活
の
関
わ
り

　

大
谷
と
い
う
と
「
大
谷
地
区
」
や
「
大
谷
石
」、「
フ

ラ
ン
ク
・
ロ
イ
ド
・
ラ
イ
ト
と
旧
帝
国
ホ
テ
ル
」「
採

掘
場
跡
の
地
下
空
間
」
な
ど
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ

が
ち
で
す
が
、
産
業
や
文
化
、
習
俗
、
地
理
的
な
広

が
り
な
ど
ま
で
を
織
り
込
ん
で
い
ま
す
。「
大
谷
地

区
」「
宇
都
宮
市
街
地
」
な
ど
３
つ
の
地
域
に
分
け
、

38
の
歴
史
文
化
資
源
を
盛
り
込
ん
で
い
ま
す
。

近
代
化
の
中
で
成
長
し
た
採
石
産
業

　
ス
ト
ー
リ
ー
に
関
連
し
て
、
大
谷
と
大
谷
石
文
化

の
特
色
や
魅
力
に
つ
い
て
、
改
め
て
見
て
い
き
ま
し
ょ

う
。

　

宇
都
宮
美
術
館
主
任
学
芸
員
で
近
・
現
代
デ
ザ

イ
ン
史
な
ど
が
専
門
の
橋
本
優
子
さ
ん
は
、
大
谷
の

魅
力
に
つい
て
こ
う
分
析
し
ま
す
。

　
「
日
本
全
国
に
採
石
産
業
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す

が
、
大
谷
は
現
在
も
採
掘
を
続
け
て
お
り
、
ま
た

地
産
地
消
だ
け
で
は
な
く
全
国
的
に
使
用
さ
れ
て
い

る
軟
石
（
凝
灰
岩
）
と
い
う
点
が
、
大
き
な
特
色

だ
と
思
い
ま
す
。

　

大
谷
で
の
石
切
は
明
治
以
前
か
ら
行
わ
れ
て
い
ま

し
た
。
近
隣
に
宇
都
宮
と
い
う
大
き
な
消
費
地
を

持
っ
て
お
り
、
馬
や
川
舟
な
ど
の
輸
送
手
段
も
確
立

さ
れ
た
た
め
に
、
思
い
の
ほ
か
広
い
地
域
に
流
通
し

ま
し
た
。
ま
た
、
大
谷
は
里
に
あ
り
ま
す
か
ら
、

採
石
産
業
と
農
業
と
が
非
常
に
近
か
っ
た
の
で
す
。

農
閑
期
に
石
工
と
し
て
働
い
て
い
た
人
も
多
か
っ
た

で
し
ょ
う
」

　

里
山
に
石
切
場
が
あ
る
こ
と
が
、
現
在
の
大
谷
の

景
観
の
特
徴
を
形
成
し
て
い
る
と
、
橋
本
さ
ん
は
言

い
ま
す
。

　
「
奇
岩
や
森
な
ど
自
然
の
様
相
と
、
石
を
掘
っ
た

こ
と
で
生
み
出
さ
れ
た
断
崖
・
絶
壁
な
ど
の
眺
望
、

そ
し
て
里
の
田
園
風
景
が
一
体
と
な
っ
て
、
現
在
の

大
谷
の
景
観
が
誕
生
し
て
い
ま
す
」

　

こ
の
景
観
は
私
た
ち
現
代
人
の
目
を
楽
し
ま
せ
て

い
る
だ
け
で
は
な
く
、
近
代
日
本
に
生
き
た
人
々
も

稀
有
な
景
観
と
し
て
称
賛
し
て
き
ま
し
た
。
明
治

31
（
１
８
９
８
）
年
に
発
行
さ
れ
た
宇
都
宮
紹
介

冊
子『
宇
都
宮
繁
盛
記
』（
春
圃
居
士
著
）に
は「
大

谷
山
奇
景
の
一
」
と
題
し
た
写
真
が
掲
載
さ
れ
、

当
時
か
ら
大
谷
の
風
物
は
広
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と

が
分
か
り
ま
す
。

　

ち
な
み
に
こ
の
年
の
前
年
、
明
治
30
（
１
８
９
７
）

年
に
は
宇
都
宮
と
大
谷
を
結
ぶ
軌
道
（
線
路
の
上

を
人
力
で
客
車
と
貨
車
を
移
動
さ
せ
る
交
通
機

関
）
が
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
。
交
通
・
輸
送
手
段

の
近
代
化
は
、
大
谷
石
産
業
に
と
っ
て
も
大
谷
石
文

化
に
と
っ
て
も
、
大
き
く
飛
躍
す
る
き
っ
か
け
と
な大谷の奇岩のひとつ「天狗の投げ石」

大谷景観公園

5 月 24 日、日本遺産認定セレモニー
の様子

 

日
本
遺
産
に
認
定
さ
れ
た

「
大
谷
石
文
化
」

宇
都
宮
の
歴
史・文
化
を
全
国
に
発
信

日本遺産と
大谷石文化
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鈴木貫司『大谷風景』（１９３５）（宇都宮商工会議所蔵）
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り
ま
し
た
。

　

ま
た
大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
、
現
在
の
大
谷

景
観
公
園
近
く
の
山
頂
に
大
谷
全
体
を
見
渡
せ
る

公
園
「
遊
楽
園
」
が
整
備
さ
れ
、
訪
れ
た
人
々
の

目
を
楽
し
ま
せ
ま
し
た
。

　
「
フ
ラ
ン
ク
・
ロ
イ
ド
・
ラ
イ
ト
が
旧
帝
国
ホ
テ
ル
・

ラ
イ
ト
館
で
大
谷
石
を
使
っ
た
こ
と
で
、
こ
の
石
は

全
国
的
に
有
名
に
な
り
ま
し
た
。
明
治
時
代
の
後

半
に
は
人
と
石
の
輸
送
用
に
人
車
軌
道
が
整
備
さ

れ
、
石
を
買
い
付
け
に
来
た
人
も
軌
道
（
客
車
）

で
現
地
に
入
り
、
歓
待
さ
れ
な
が
ら
商
談
が
進
み

ま
し
た
。
そ
う
い
う
人
た
ち
も
、
大
谷
の
景
観
に

接
し
て
感
動
し
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。」

　

宇
都
宮
商
工
会
議
所
は
、
当
時
の
石
工
や
大
谷

の
様
子
を
描
い
た
絵
画
を
所
蔵
し
て
い
ま
す
。
洋
画

家・鈴
木
貫
司
（
１
９
１
２
〜
５
６
）
が
描
い
た
『
大

谷
風
景
』（
１
９
３
５
）
で
す
（
写
真
参
照
）。
高
い

場
所
に
立
っ
て
大
谷
全
体
を
見
下
ろ
す
石
工
と
、
は

る
か
彼
方
ま
で
広
が
る
田
園
風
景
、
そ
し
て
そ
の
中

に
点
在
す
る
奇
岩
や
石
切
場
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

近
年
「
産
業
観
光
」
と
い
う
言
葉
を
耳
に
す
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
戦
前
の
大
谷
地
区
は
産

業
の
場
で
も
あ
り
、
同
時
に
観
光
の
場
で
も
あ
り

ま
し
た
。
日
光
が
避
暑
地
や
名
所
旧
跡
を
た
ど
る

ス
タ
イ
ル
で
観
光
客
を
集
め
た
の
に
対
し
、
大
谷
は

産
業
の
中
に
観
光
を
内
包
す
る
ス
タ
イ
ル
だ
っ
た
と

言
え
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
栃
木
県

は
昔
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
観
光
の
あ
り
方
が
共
存
し
て

い
た
地
域
だ
っ
た—

と
言
っ
て
は
言
い
過
ぎ
で
し

ょ
う
か
。

斬
新
だ
っ
た
Ｆ・Ｌ・ラ
イ
ト
の
工
法

　

大
谷
石
の
建
築
物
で
代
表
的
な
も
の
と
い
え
ば
、

何
と
言
って
も
ア
メ
リ
カ
の
建
築
家
フ
ラ
ン
ク・ロ
イ
ド・

ラ
イ
ト
が
手
が
け
た
、
旧
帝
国
ホ
テ
ル
・
ラ
イ
ト
館

で
し
ょ
う
。
今
は
取
り
壊
さ
れ
、
そ
の
一
部
が
博
物

館
明
治
村
（
愛
知
県
犬
山
市
）
に
移
築
・
保
存
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
竣
工
当
時
は
、
大
谷
石
が
ふ
ん
だ

ん
に
使
わ
れ
、
壮
大
な
威
容
を
誇
って
い
ま
し
た
。

　
「
あ
の
建
物
は
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
で
建
て
ら
れ

て
い
ま
す
。
コ
ン
ク
リ
ー
ト
は
固
め
る
た
め
に
型
枠
に

流
し
込
む
の
で
す
が
、
ラ
イ
ト
は
レ
ン
ガ
の
型
枠
に

大
谷
石
や
ス
ク
ラ
ッ
チ
・
タ
イ
ル
を
張
る
こ
と
で
、
構

造
と
装
飾
を
一体
化
さ
せ
た
の
で
す
」（
橋
本
さ
ん
）

　

目
に
見
え
る
部
分
に
モ
ダ
ン
な
装
飾
を
施
し
、
内

側
は
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
強
度
を
確
保
す
る—

こ
の
新
し
い
工
法
に
よ
り
、
関
東
大
震
災
で
も
ほ
と

ん
ど
壊
れ
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
強
度
と
、
当
時
最

先
端
の
デ
ザ
イ
ン
性
を
両
立
さ
せ
た
の
で
し
た
。

　
「
同
じ
工
法
で
建
て
ら
れ
た
の
が
、
昭
和
３

（
１
９
２
８
）
年
に
竣
工
し
た
旧
宇
都
宮
商
工
会
議

所
や
、
昭
和
７
（
１
９
３
２
）
年
の
カ
ト
リ
ッ
ク
松

が
峰
教
会
聖
堂
で
す
。
翌
年
の
昭
和
８（
１
９
３
３
）

年
に
完
成
し
た
日
本
聖
公
会
宇
都
宮
聖
ヨ
ハ
ネ
教

会
礼
拝
堂
も
同
様
で
す
」

　

石
造
り
の
建
物
と
いっ
て
も
、
大
谷
石
は
軟
石
で

す
か
ら
、構
造
的
に
高
く
積
む
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

ま
だ
数
多
く
残
っ
て
い
る
古
い
石
蔵
の
ほ
と
ん
ど
が
２

階
建
て
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
以
上
積
む
こ
と
が
難
し

い
か
ら
で
す
。
階
高
・
天
井
高
を
上
げ
た
り
、
柱
を

少
な
く
し
て
空
間
を
広
く
し
た
り
す
る
た
め
に
は
、

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
法
が
不
可
欠
だ
っ
た
の
で
す
。

　

大
谷
石
は
加
工
が
し
や
す
い
た
め
、
建
物
ば
か
り

で
な
く
さ
ま
ざ
ま
な
建
造
物
に
使
わ
れ
ま
し
た
。

築
堤
や
道
路
、
土
留
め
、
塀
、
祠
な
ど
ま
さ
に
多

種
多
様
で
す
。
宇
都
宮
市
内
を
少
し
歩
く
だ
け
で
、

数
多
く
の
大
谷
石
建
造
物
に
出
会
う
こ
と
が
で
き

ま
す
。
そ
の
多
く
は
昔
か
ら
あ
る
工
法
で
造
ら
れ
て

い
ま
す
。
市
街
地
だ
け
で
は
な
く
、
あ
ち
こ
ち
の
集

落
で
も
大
谷
石
の
活
用
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

奇
岩
や
石
切
場
、
そ
れ
に
大
谷
資
料
館
に
代
表

さ
れ
る
地
下
空
間
な
ど
、
大
谷
石
を
掘
る
こ
と
で
さ

ま
ざ
ま
な
新
し
い
魅
力
が
生
み
出
さ
れ
ま
し
た
。
そ

し
て
掘
り
出
さ
れ
た
石
は
、
今
も
宇
都
宮
の
街
並
み

を
形
作
り
、
市
民
生
活
に
溶
け
込
ん
で
い
ま
す
。

　

橋
本
さ
ん
は
、
今
回
の
認
定
の
価
値
を
次
の
よ
う

に
表
現
し
ま
し
た
。

　
「
宇
都
宮
市
は
全
国
に
名
立
た
る
石
の
文
化
が
あ

る
街
な
の
で
す
が
、
そ
の
こ
と
が
一
般
的
に
知
ら
れ
て

い
ま
せ
ん
。
今
回
の
日
本
遺
産
認
定
を
契
機
に
、
幅

広
く
情
報
発
信
を
し
て
、
多
く
の
人
に
大
谷
石
文
化

の
す
ば
ら
し
さ
、
誇
ら
し
さ
に
気
づ
い
て
い
た
だ
け
た

ら
、
何
よ
り
で
す
ね
。
と
同
時
に
、
歴
史
的
な
こ
と

を
掘
り
起
こ
し
、
記
録
と
し
て
残
す
こ
と
の
重
要
性

に
も
気
づ
い
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
建
造
物

は
壊
さ
れ
て
消
え
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、

設
計
図
や
写
真
、
動
画
な
ど
の
記
録
が
残
っ
て
い
れ

ば
、
私
た
ち
の
大
切
な
歴
史
文
化
が
将
来
の
人
々
に

引
き
継
が
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
地
域
活
性

化
の
芽
も
生
ま
れ
て
く
る
と
思
い
ま
す
」

２
年
か
け
て
じ
っ
く
り

練
り
上
げ
た
ス
ト
ー
リ
ー

　

認
定
申
請
は
宇
都
宮
市
文
化
課
が
中
心
に
な
っ

て
行
わ
れ
ま
し
た
。
同
課
文
化
財
保
護
グ
ル
ー
プ
の

今
平
利
幸
主
幹
に
よ
れ
ば
、
日
本
遺
産
の
制
度
が
で

き
た
時
点
か
ら
申
請
を
考
え
て
は
い
た
も
の
の
、
い

く
つ
か
あ
る
条
件
を
ク
リ
ア
す
る
必
要
が
あ
っ
た
た

め
、申
請
が
今
年
に
入
って
か
ら
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。

　
「
申
請
条
件
の
ひ
と
つ
が『
歴
史
文
化
基
本
構
想
』

の
策
定
で
し
た
。
宇
都
宮
市
内
に
ど
の
よ
う
な
歴

史
文
化
資
源
が
あ
り
、
そ
れ
ら
を
ど
う
地
域
の
た

め
に
生
か
し
て
い
く
か
に
つ
い
て
の
方
針
や
考
え
方

を
示
す
構
想
で
す
。
宇
都
宮
市
は
平
成
27
年
の
時

点
で
は
ま
だ
策
定
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
そ

ち
ら
を
手
が
け
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
」

　

平
成
28
（
２
０
１
６
）
年
４
月
に
策
定
作
業
が
開

始
さ
れ
ま
し
た
。
市
役
所
内
部
の
策
定
委
員
会
と

有
識
者
に
よ
る
策
定
懇
談
会
が
立
ち
上
げ
ら
れ
、

何
度
も
会
合
が
開
か
れ
議
論
を
重
ね
た
そ
う
で
す
。

　

基
本
構
想
策
定
作
業
と
並
行
し
て
、
平
成
29

（
２
０
１
７
）
年
度
か
ら
は
日
本
遺
産
申
請
の
た
め

の
文
化
庁
と
の
打
ち
合
わ
せ
を
開
始
し
て
い
ま
す
。

特
に
、
こ
れ
ま
で
経
験
の
な
か
っ
た
「
ス
ト
ー
リ
ー
」

づ
く
り
に
力
を
注
い
だ
と
い
い
ま
す
。

　
「
大
谷
石
文
化
を
選
ん
だ
こ
と
で
、
ス
ト
ー
リ
ー

を
構
成
す
る
素
材
は
豊
富
に
あ
り
ま
し
た
。
難
し

か
っ
た
の
は
、
そ
れ
ら
を
ど
う
い
う
切
り
口
で
セ
レ
ク

ト
し
、
構
成
し
て
い
く
か
と
い
う
と
こ
ろ
で
し
た
」

　

時
間
を
か
け
て
じ
っ
く
り
と
テ
ー
マ
、
コ
ン
セ
プ
ト

な
ど
を
決
め
、
ス
ト
ー
リ
ー
を
作
る
作
業
が
積
み
上

げ
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。

　
「
歴
史
文
化
を
伝
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
地
域

活
性
化
ま
で
視
野
に
入
れ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

行
き
た
く
な
る
よ
う
に
、
目
に
浮
か
ぶ
よ
う
に
ス
ト

ー
リ
ー
を
作
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
、
と
て
も

苦
労
し
ま
し
た
」

　

文
化
課
だ
け
で
は
な
く
、
市
役
所
内
外
の
さ
ま

ざ
ま
な
人
に
相
談
し
な
が
ら
作
っ
て
いっ
た
と
、
今

平
主
幹
は
話
し
ま
す
。

　
「
大
谷
石
は
、
宇
都
宮
の
人
間
に
と
っ
て
、
当
た

り
前
の
存
在
な
だ
け
に
、
そ
の
魅
力
や
特
色
に
改
め

て
気
づ
い
て
も
ら
え
る
も
の
に
し
よ
う
と
考
え
て
、

取
り
組
み
ま
し
た
」

　
『
宇
都
宮
市
歴
史
文
化
基
本
構
想
』
は
今
年
１

月
25
日
に
策
定
。
そ
の
後
た
だ
ち
に
日
本
遺
産
の

認
定
申
請
を
行
い
ま
し
た
。
そ
し
て
５
月
24
日
、

念
願
の
認
定
を
受
け
た
の
で
す
。

　

と
は
い
え
、
そ
れ
で
安
心
し
て
い
る
わ
け
に
は
い

き
ま
せ
ん
で
し
た
。
日
本
遺
産
の
目
的
の
一
つ
で
あ

る
地
域
活
性
化
を
果
た
す
た
め
に
は
、
い
く
つ
も
の

事
業
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
認
定
さ
れ

た
日
本
遺
産
に
は
文
化
庁
か
ら
３
年
間
に
わ
た
り

補
助
金
が
出
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
使
っ
て
い
く
つ
も

の
事
業
を
実
行
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
が
、
そ
の
前

に
事
業
の
実
施
主
体
と
な
る
団
体
を
立
ち
上
げ
る

必
要
が
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
認
定
の
約
１
カ
月
後
の
６
月
27
日
に
、

宇
都
宮
市
や
宇
都
宮
商
工
会
議
所
、
城
山
地
区
コ

ミ
ュニ
テ
ィ
協
議
会
、
Ｊ
Ｒ
東
日
本
や
東
武
鉄
道
な

ど
官
民
が
参
加
す
る
「
宇
都
宮
市
大
谷
石
文
化
推

進
協
議
会
」
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。

　
「
地
域
活
性
化
計
画
で
は
、
目
標
値
と
し
て
平

成
35
（
２
０
２
３
）
年
度
の
大
谷
地
区
入
込
客
数

を
１
２
０
万
人
に
す
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
ま
す
。
平

成
28
（
２
０
１
６
）
年
度
は
約
63
万
人
で
し
た
か
ら
、

今
年
か
ら
の
６
年
間
で
倍
増
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
集
客
や
活
性
化
に
加
え
て
、
コ
ミ
ュニ
テ
ィ
の

再
生
・
活
性
化
や
、
事
業
継
続
の
た
め
の
体
制
づ
く

り
な
ど
も
目
指
し
ま
す
」

　

そ
の
た
め
に
、

●

魅
力
発
信
の
た
め
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
調
査

●

日
本
遺
産
ガ
イ
ド
の
あ
り
方
等
の
検
討

●

デ
ジ
タ
ル
技
術
な
ど
を
駆
使
し
た
歴
史
遺
産

（
採
石
場
や
地
下
空
間
な
ど
）の
再
現

●

プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
動
画
作
成

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
を
計
画
し
、
実
現
に
向

け
て
動
き
始
め
て
い
ま
す
。

　

文
化
庁
か
ら
事
業
補
助
が
受
け
ら
れ
る
の
は
３

年
間
。
宇
都
宮
市
が
設
定
し
た
目
標
の
実
現
ま
で

の
期
間
で
あ
る
６
年
間
の
半
分
で
す
。
で
す
か
ら
、

ベ
ー
ス
と
な
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
活
動
を
し
っ
か
り

確
立
し
、
そ
の
上
で
自
主
財
源
や
民
間
活
力
の
活

用
に
よ
る
活
性
化
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
る
で
し
ょ

う
。
今
平
主
幹
ら
の
グ
ル
ー
プ
に
と
っ
て
は
、
ま
だ

ま
だ
多
忙
な
日
々
が
続
き
そ
う
で
す
。

　
ス
ト
ー
リ
ー
を
読
む
と
、
次
の
よ
う
な
印
象
的
な

フ
レ
ー
ズ
が
あ
り
ま
す
。

「
大
量
の
石
に
恵
ま
れ
た
宇
都
宮
の
人
々
は
、
長
い

時
の
流
れ
の
中
で
、
こ
の
石
に
祈
り
や
願
い
を
『
彫

り
』、
そ
し
て
石
材
と
し
て
『
掘
って
』
き
た
の
だ
」

「
地
下
の
巨
大
な
凹
が
大
き
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、

石
の
ま
ち
宇
都
宮
の
魅
力
が
凸
出
し
て
い
く
。
こ
れ

か
ら
も
宇
都
宮
の
人
々
は
、
大
谷
石
と
共
に
暮
ら
し

て
い
く
」

　

大
谷
石
文
化
と
宇
都
宮
の
関
わ
り
を
、
こ
れ
か

ら
も
さ
ら
に
深
め
て
い
け
れ
ば
、
よ
り
素
晴
ら
し
い

街
に
進
化
し
て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。

　前号「青年部だより」でもお伝え
しましたが、宇都宮商工会議所青年
部は大谷地区の観光・産業活性化
を目的に、「EXHIBITION ＩＮ 大谷」
を6月23日（土）に開催しました。
大谷地区ならではの商材を知ってい

ただくために大谷公園にブースを出し

て物販を行った他、大谷石露天掘り
採掘場見学のエクスカーションなどを

実施しました。
　青年部広報ＤＣ委員会の髙村典

宏委員長は「大谷を丸ごとＰＲするイ
ベントとして、2月頃から準備を始めま

した。大谷の魅力は資料館、平和
観音だけではないことをアピールし、
ここに来ないと見られない、手に入れ
られない『大谷ブランド』の発信に
務めました」と話していました。

青年部が
「EXHIBITION ＩＮ 大谷」

を実施

エクスカーションで行われた、
大谷石採石体験には、多くの人が参加

宇都宮市文化課文化財保護グループ
（右から今平利幸主幹、齋藤なつの主事、清地良太主任）

カネホン採石場（㈲高橋佑知商店）

旧宇都宮商工会議所復元図面（藤原設計事務所提供）
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