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郷
土
か
み
の
か
わ
の
歴
史
・
文
化
財

上
三
川
の
地
域
と
歴
史　

西
木
代

　

西
木
代
は
、上
三
川
町
の
北
東

部
、西
を
江
川
、東
を
谷
川
に
挟
ま

れ
た
鬼
怒
川
低
地
に
位
置
し
、北

は
宇
都
宮
市
と
境
を
接
し
て
い
る

小
さ
な
農
村
地
区
で
す
。明
治
時

代
ま
で
は
西
木
代
村
と
呼
ば
れ
て

い
ま
し
た
。

　

地
区
の
鎮
守
は
、高　

神
社
で

す
。こ
の
神
社
は
、高　

神
社
古
墳

の
頂
上
部
に
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

ち
な
み
に
古
墳
の
中
腹
に
は
霊
府

神
社
が
鎮
座
し
て
い
ま
す
。霊
府

神
社
は
、耳
な
ど
の
穴
の
あ
る
気

管
の
患
い
に
霊
験
が
あ
る
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。こ
の
よ
う
に
古
墳
の

上
に
神
社
が
建
て
ら
れ
る
事
例
は

全
国
的
に
見
ら
れ
、町
内
で
は
ほ

か
に
上
神
主
の
浅
間
神
社
古
墳
が

あ
り
ま
す
。こ
の
よ
う
な
事
例
で

は
、古
墳
の
埋
葬
者
と
神
社
の
祭

神
に
関
連
は
見
い
だ
せ
ま
せ
ん
。

お
そ
ら
く
、古
墳
の
頂
上
部
は
見

晴
ら
し
が
良
く
、神
社
を
建
て
る

の
に
適
し
た
高
台
だ
っ
た
の
で

し
ょ
う
。

　

ま
た
、こ
の
古
墳
の
前
に
は
、「
ぼ

な
り
石
」と
い
う
名
の
大
き
な
石

が
あ
り
ま
す
。そ
の
昔
、こ
の
石
は

西
木
代
か
ら
上
文
挟
へ
と
続
く
道

と
旧
県
道
が
交
わ
る
地
に
あ
り
ま

し
た
。当
時
、こ
の
場
所
に
は
小
さ

な
笹
屋
敷
が
あ
り
、
古
屋
敷
と

い
っ
て
い
ま
し
た
。狐
の
住
み
家
と

な
っ
て
お
り
、道
行
く
人
々
に
悪
さ

を
し
て
い
た
と
い
う
言
い
伝
え
が

あ
り
ま
す
。

　

西
木
代
で
は
、3
年
に
一
度「
天

祭
」と
い
う
お
祭
り
が
行
わ
れ
ま

す
。こ
の
お
祭
り
は
、「
天
棚
」と
呼

ば
れ
る
屋
台
を
組
み
立
て
て
、五

穀
豊
穣
・
無
病
息
災
な
ど
を
神
仏

に
祈
る
お
祭
り
で
、江
戸
時
代
後

期
か
ら
宇
都
宮
を
中
心
に
盛
ん
に

行
わ
れ
ま
し
た
。西
木
代
の
天
棚

は
、組
立
式
二
階
作
り
の
屋
台
で
、

周
り
に
彫
刻
の
施
さ
れ
た
大
変
立

派
な
も
の
で
す
。な
お
、伝
承
に
よ

る
と
西
木
代
の
天
棚
は
、江
戸
時

代
末
期
か
ら
明
治
初
期
に
か
け

て
、地
元
の
棟
梁
・
篠
原
要
次
郎
が

手
掛
け
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。

　

先
に
述
べ
た
高　

神
社
古
墳
、

天
棚
に
加
え
、薬
師
堂
、石
憧
と

い
っ
た
文
化
財
は
、町
の
指
定
文

化
財
と
な
っ
て
い
ま
す
。こ
れ
ら
の

文
化
遺
産
が
今
日
ま
で
伝
わ
り
、

私
た
ち
が
目
に
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
も
、地
域
の
方
々
の
手
に
よ
っ

て
大
切
に
守
ら
れ
て
き
た
か
ら
に

ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
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