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古
代
遺
跡
集
落
が
蘇
る
ゆ
め
み
野
住
宅 

2021
年
、
十
周
年
を
迎
え
る
「
ゆ
め
み
野
駅
」 

茨
城
県
取
手
市
ゆ
め
み
野
、
台
地
に
広
が
る
新
住
宅
街 

常
総
線
ゆ
め
み
野
駅
は
「
東
日
本
大
震
災
」
が
起
き
た
翌

日
、
平
成
11
年
３
月
12
日
に
、
新
駅
開
所
式
の
式
典
が
行

わ
れ
る
予
定
で
し
た
。
偶
然
に
も
九
州
新
幹
線
の
開
通
の

日
と
重
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
式
典
は
全
て
中
止
。 

 

山
の
坊 

ゆ
め
み
野
２
丁
目
を
分
断
す
る
よ
う
に「
山
の
坊
」
が
あ
る
、

昔
は
山
林
と
湿
原
の
原
野
で
あ
っ
た
ゆ
め
み
野
、
山
の
坊
だ
け
に

集
落
が
あ
り
ま
し
た
。 

取
手
に
は
、
新
四
国
相
馬
霊
場
札
所
が
あ
り
、
山
の
坊
に

は
第
75
番
札
所
が
あ
り
ま
す
。
季
節
の
変
わ
り
目
に
は
訪
れ

大
師
道
を
高
井
城
址
ま
で
散
歩
し
て
い
ま
し
た
。 

山
林
に
囲
ま
れ
て
四
季
折
々
の
風
景
は
癒
し
の
場
所
で
絶

好
の
散
歩
コ
ー
ス
で
し
た
。「
大
師
道
」
と
い
う
石
柱
は
今
で
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も
残
っ
て
い
る
の
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
石
柱
の
道
標

大
師
道
は
、
取
手
や
我
孫
子
、
柏
で
も
確
認
で
き
ま
す
。 

 

震
災
の
翌
日
の
ゆ
め
み
野
駅
の
周
り
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
、

地
震
の
影
響
に
よ
る
景
観
は
な
に
も
変
わ
っ
た
様
子
が
見
う

け
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
す
が
。
山
の
坊
の
札
所
に
行
く
と
、

い
つ
も
と
違
う
景
色
が
目
に
は
い
り
ま
し
た
。 

 

山
の
坊
に
は
、
相
馬
霊
場
札
所
の
他
に
、
近
年
復
興
し
た

熊
野
神
社
と
集
会
所
を
兼
ね
た
阿
弥
陀
堂(

集
会
場
の
中
に

祀
ら
れ
て
い
る)

、
そ
し
て
、
海
老
原
医
院
と
隣
接
し
て
レ
ン

ガ
の
煙
突
が
聳
え
る
屋
敷
が
あ
り
ま
す
。
レ
ン
ガ
で
造
ら
れ

た
煙
突
は
、
明
治
時
代
か
ら
続
く
醤
油
の
製
造
所
で
あ
っ
た

証
で
し
た
。 

醤
油
工
場
で
あ
っ
た
、
レ
ン
ガ
の
煙
突
は
上
部
の
レ
ン
ガ

が
崩
れ
鉄
骨
が
剥
き
出
し
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
熊
野
神
社

は
平
成
に
な
っ
て
か
ら
再
建
さ
れ
た
村
社
な
の
で
、
建
物
に 

              

被
害
は
な
い
も
の
の
社
殿
前
の
石
柱
は
悉
く
倒
壊
し
て
い
ま

し
た
。
８
頁
に
写
真
掲
載
。 

 

流
山
に
は
万
丈
味
醂
と
い
う
味
醂
工
場
が
あ
り
ま
す
。 

ま
た
、
天
明
二
年
創
業
の
天
晴(

あ
っ
ぱ
れ)

と
い
う
、
小
林

一
茶
の
俳
句
仲
間
の
双
樹(

そ
う
じ
ゅ)

が
経
営
し
て
い
た
味

醂(

み
り
ん)

も
あ
り
、
お
互
い
に
繁
盛
し
て
い
た
様
で
す
。 

現
在
、
秋
元
酒
造
で
は
味
醂
の
生
産
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。 

流
山
市
で
の
話
で
、
亀
甲
萬
醤
油(

キ
ッ
コ
ー
マ
ン)

と
い
う

会
社
は
、
利
根
川
沿
い
に
あ
っ
た
醤
油
を
製
造
し
て
い
た
大

店
を
悉
く
自
社
の
配
下
に
統
合
、
或
い
は
競
合
に
よ
り
廃
業

に
し
た
と
い
う
。
そ
う
い
え
ば
、
守
谷
の
高
野
に
も
似
た
よ

う
な
煙
突
の
建
つ
会
田
醤
油
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

山
之
房
西
蓮
寺(

廃
寺) 

天
台
宗 

ご
本
尊
、
阿
弥
陀
如
来
、 

脇
侍
、
勢
至
菩
薩
と
観
音
菩
薩
の
阿
弥
陀
三
尊
立
像 

常
総
線
踏
切
先
の
取
手
守
谷
道
五
叉
路
角
に
「
藤(

と
う)

か

ら
地
蔵
」
が
あ
り
ま
す
、
石
造
の
地
蔵
像
の
背
後
に
は
藤
の

枝
が
絡
み
つ
い
て
い
た
と
市
史
に
あ
る
。
熊
野
神
明
神
社
か

ら
一
直
線
上
に
あ
る
こ
の
お
地
蔵
様
は
、
ま
る
で
参
道
の
六

地
蔵
の
様
で
あ
る
。
地
元
の
口
伝(

こ
う
で
ん
、
口
伝
え
の
伝

承)

に
よ
る
と
、
大
き
な
山
門
も
あ
っ
た
と
い
う
。 

天
正
時
代(

1573
 

～1
591)

 
北
条
氏
政
と
常
陸
の
佐
竹
氏 

と
の
合
戦
時
に
常
陸
勢
に
焼
か
れ
た
と
の
口
伝
が
残
る
。 

 

熊
野
神
明
神
社
、 

明
治
の
寺
社
合
祀
令
に
よ
り
、
野
々
井
の
白
山
神
社
に
合

祀
さ
れ
ま
し
た
が
、
平
成
十
六
年
に
村
人
に
よ
り
熊
野
神
社

を
復
活
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

熊
野
＝
浄
土(

仏
教
の
天
国)

 

八
咫
烏(

や
た
が
ら
す)

で

有
名
な
熊
野
三
山
の
熊
野
社
と
、
神
明
神
社
＝
神
明
社
と
は 

総
本
社
が
日
本
一
有
名
な
伊
勢
神
宮(

内
宮)

。
太
陽
女
神
「
天

照
大
神
（
あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み
）
」
を
ま
つ
る
社
で
、「
お
伊

勢
さ
ま
」
の
呼
び
名
で
各
地
域
に
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。 

新
四
国
相
馬
霊
場
七
十
八
番
札
所
と
大
師
道 

 

熊
野
神
明
神
社
の
境
内(

け
い
だ
い)

に
は
、
四
国
八
十
八
霊

場
讃
岐
国
仏
光
山
郷
照
寺(

ご
う
し
ょ
う
じ)

の
第
78
番
札
所

の
写
し
が
あ
り
ま
す
。 

 

相
馬
霊
場
は
、
安
永
四
年
に
取
手
の
大
鹿
山
長
禅
寺
の
観

覚
光
音
禅
師(

か
ん
が
く
こ
う
お
ん
ぜ
ん
じ)

に
よ
っ
て
、
取
手
が

下
総
国
相
馬
郡(

し
も
う
さ
の
く
に 

そ
う
ま
ご
う
り)

と
言
わ
れ

た
頃
に
、
取
手
の
利
根
川
沿
い
、
我
孫
子
、
布
施(

現
柏
市)

に
地
元
民
の
賛
同
と
支
援
の
も
と
に
開
基
創
建
さ
れ
ま
し
た
。 

取
手
西
部
の
相
馬
霊
場
は
、
戸
頭
薬
師
堂
札
所
、
米
ノ
井

龍

禅

寺

と

三
仏
堂
、
下

高

井

高

源

寺
49
番
50

番
、
高
井
城

址

妙

見

社

52

番
か
ら

(

現)

霞
ス

ト

ア

ー

横

の

道

を

下

り
、
ゆ
め
み

野

２

丁

目

下

の

相

野

谷

川

の

暗

 取手では見掛けなくなってしまった、わら葺き屋根 
 の民家が残っています。 
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渠
の
始
ま
り
部
の
林
中
の
坂
を
上
が
る
「
大
師
道
」
で
78
番

札
所
、
藤
か
ら
地
蔵
の
六
叉
路
か
ら
野
々
井
白
山
神
社
62
番

へ
と
お
遍
路(

へ
ん
ろ)

し
て
い
ま
し
た
。
大
師
道
と
は
、
相
馬

霊
場
の
お
遍
路
道
順
を
案
内
す
る
石
柱
の
道
標
が
路
地
毎
に

建
て
ら
れ
た
も
の
で
現
存
し
ま
す
。
四
国
の
霊
場
で
は
「
お

遍
路
み
ち
」
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

大
師
霊
場
は
真
言
宗
高
野
山
の
弘
法
大
師
の
修
行
場
で
あ

る
四
国
四
県
に
広
が
る
空
海
の
修
行
場
で
し
た
。 

従
っ
て
仏
教
の
聖
地
な
の
で
す
が
、
昔
か
ら
神
仏
習
合
が

常
識
で
あ
り
、
宮
社
と
寺
は
一
体
で
し
た
。
よ
っ
て
八
十
八

霊
場
の
大
師
仏
像
が
社(

神
社)

や
宮(

神
宮)
境
内
に
あ
っ
て

も
「
変
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

【
注
釈
】
、
原
則
と
し
て
、
宮
号
や
神
宮
号
を
除
く
全
て
の
神

社
を
「
〜
神
社
」
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
明
治
に
な

っ
て
か
ら
で
す
。
明
治
以
前
は
〇
〇
社
、
〇
〇
宮
、
〇
〇
天

神
な
ど
と
呼
ば
れ
お
寺
と
一
体
で
し
た
。 

し
か
し
最
近
は
神
宮
ま
で
も
神
社
と
呼
ん
で
い
ま
す
。 

 

郷
州
街
道
、 

相
馬
氏
に
よ
っ
て
守
谷
城
～
郷
州
原(

み
ず
き
の
住
宅)

～

高
井
城(

下
高
井)

～
大
日
山
、
岡
の
出
城
を
つ
な
ぐ
軍
用
通

信
連
絡
道
と
し
て
作
ら
れ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。 

後
に
、
手
賀
海
の
乾
燥
陸
地
化
に
よ
り
、
銚
子
道
と
呼
ば

れ
成
田
街
道
に
接
続
さ
れ
ま
し
た
。
昭
和
52
年
郷
州
原
遺
跡

が
発
掘
さ
れ
縄
文
土
器
や
住
居
が
出
土
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

文
化14

年(1
817)

、
高
田
与
清
は
「
相
馬
日
記
」
の
中
で

淡
海
に
浮
か
ぶ
美
し
い
島 

と
郷
州
原
の
美
観
を
記
し
て
い

ま
す
。
江
戸
時
代
は
誰
の
支
配
に
属
せ
ず
無
主
無
住
の
免
訴

の
地
で
し
た
。
現
在
、
守
谷
の
野
鳥
の
森
の
木
道
の
様
な
。 

ゆ
め
み
野
４
丁
目
の
庚
申
塚(

こ
う
し
ん
づ
か) 

 

現
在
地
の
庚
申
塚
に
は
庚
申
塔
が
四
基
程
建
立
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
内
二
体
は
古
く
か
ら
存
在
し
て
い
た
石
塔
で
す
、
但
し

場
所
が
百
メ
ー
ト
ル
程
西
の
場
所
か
ら
移
動
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

現
在
、
あ
づ
ま
幼
稚
園
の
道
向
か
い
側
に
古
い
集
合
住
宅
が

建
っ
て
居
ま
す
が
、
こ
の
住
宅
前
の
道
に
は
、
高
井
小
学
校
へ

行
く
道
が
左(

沼
方
向)

へ
、
現
在
の
道(

岡
台
地
方
向)

か
ら
分

岐
す
る
「
二
股
路
」
の
東
側
角
に
あ
り
ま
し
た
。 

 

昭
和
50
年
代
頃
に
、
庚
申
塔
が
全
て
朱
色
に
塗
ら
れ
た
様
子

を
見
受
け
た
た
め
、
当
時
は
「
庚
申
を
行
う
人
達
が
居
る
」
と
確

信
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
朱
色
の
庚
申
塔
は
色
が
失
せ
再

び
見
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
後
に
、
庚
申
塔

が
新
造
さ
れ
た
様
で
真
新
し
い
庚
申
塔
を
確
認
で
き
ま
す
。 

石
造
青
面
金
剛
像 

 

三
猿
の
土
台
に
青
面
金
剛
立
像
が
庚
申
塔
で
す
。 

 
庚
申
待 

二
世
安
楽 

寺
田
村(

大
山)

同
行
八
人 

 

享
保
十
一
年(

1
7
2
6
)
 

奉
供
養 

十
一
月
吉
日 

石
板
庚
申
処 

奉
待
庚
申
供
養
所 

寛
延
二
年(

1
7
4
9)
 
 

 

庚
申
待
ち
、
庚
申
祭
と
は 

庚
申
待
は
中
国
の
民
俗
宗
教
で
あ
る
道
教
の
伝
説
に
基
づ
く

も
の
で
、
庚
申
待
と
は
「
庚
申
祭
」
が
な
ま
っ
た
、
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
主
に
男
性
が
そ
の
行
事
に
当
た
り
ま
し
た
。 

人
間
の
頭
と
腹
と
足
に
は
三
尸(

さ
ん
し)

の
虫
、
彭
侯
子(

上

尸)

と
彭
常
子(

中
尸)

と
命
児
子(

下
尸)

が
い
て
、
い
つ
も
そ
の

人
の
悪
事
を
監
視
し
て
い
る
と
い
う
。 

三
尸
の
虫
は
庚
申
の
日
の
夜
の
寝
て
い
る
間
に
天
に
登
っ
て

天
帝
で
あ
る
「
閻
魔
大
王
」
に
日
頃
の
行
い
を
報
告
し
、
罪
状
に

よ
っ
て
は
寿
命
が
縮
め
ら
れ
た
り
、
そ
の
人
の
死
後
に
地
獄
、

餓
鬼
、
畜
生
の
三
悪
道
に
堕
と
さ
れ
る
と
言
わ
れ
て
い
た
。 

そ
こ
で
、
三
尸
の
虫
が
天
に
登
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、

こ
の
夜
は
村
中
の
人
達
が
集
ま
っ
て
神
々
を
祀
り
、
そ
の
後
、

囲
炉
裏
を
囲
ん
で
寝
ず
に
酒
盛
り
な
ど
を
し
て
夜
を
明
か
し
ま

し
た
。
是
が
庚
申
待
で
す
。
60
日
に
１
回
は
庚
申(

か
の
え
さ
る)

の
日
が
巡
っ
て
く
る
の
で
、
場
所
に
よ
っ
て
は
６
回
～
７
回
行

う
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
「
庚
申
様
」
は
月
の
モ
ノ
や
出
産

の
汚
れ
を
嫌
う
と
い
う
の
で
、
女
性
は
主
に
飯
の
準
備
や
片
付

け
が
役
目
で
し
た
が
、
近
年
は
一
緒
に
参
加
と
な
り
ま
し
た
庚

申
待
を
三
年
十
八
回
続
け
た
記
念
に
建
立
さ
れ
た
の
が
庚
申
塔

で
、
今
も
各
地
に
残
っ
て
い
ま
す
。 

日
本
に
は
古
く
か
ら
伝
わ
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
お

り
、
平
安
時
代
か
ら
行
わ
れ
、
当
初
は
公
家
や
僧
侶
が
や
っ
て

い
て
、
す
ご
ろ
く
や
詩
歌
管
弦
を
楽
し
ん
で
い
た
様
で
『
枕
草

子
』
に
も
庚
申
待
の
話
が
登
場
し
て
い
ま
す
。 

江
戸
時
代
か
ら
民
間
に
も
広
が
り
、
庚
申
信
仰
は
今
で
は
廃

れ
た
が
、
親
睦
会
な
ど
に
名
前
を
変
え
て
今
で
も
庚
申
待
を
行

っ
て
い
る
地
方
が
あ
る
そ
う
で
す
。 

庚
申
待
は
徹
夜
で
過
ご
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
た
め
、
眠
ら

な
い
よ
う
に
、
顔
に
ス
ミ
を
塗
っ
た
り
、
胡
椒
を
か
け
た
り
、
太

鼓
を
叩
い
た
り
し
た
と
い
い
ま
す
。
ま
た
籠
城
中
の
兵
士
達
も

庚
申
待
を
行
っ
て
お
り
、
カ
フ
ェ
イ
ン
が
入
っ
て
い
る
茶
を
飲

ん
で
眠
ら
な
い
よ
う
に
し
た
そ
う
で
す
。W

i
k
i
p
e
d
i
a
 

 

高
井
小
学
校
と
「
く
じ
ば
さ
ま
」 

 

高
井
小
学
校
の
ル
ー
ツ
は
、
ゆ
め
み
野
３
丁
目
の
守
谷
よ
り

下
高
井
境
変
形
十
字
路
の
郷
州
街
道
沿
い
の
低
地
に
あ
り
ま
し

た
。
市
の
旧
跡
案
内
柱
が
道
端
に
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

新
取
手
１
～
２
丁
目
の
学
童
の
通
学
路
は
坂
の
多
い
道
を
毎
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日
徒
歩
で
通
学
す
る
宿
命
で
し
た
が
、
最
近

(
2
0
2
0

年)

は
東
幼
稚
園
前
の
急
坂
を
使
わ
ず
、

少
し
遠
回
り
だ
が
新
取
手
５
丁
目
経
由
で
楽

に
な
っ
た
よ
う
で
す
。 

 

ゆ
め
み
野
公
園
角
の
交
差
点
に
は
、
通
学
路

に
も
関
わ
ら
ず
「
く
じ
の
神
」
が
祀
ら
れ
て
い

ま
す
。
通
学
路
な
の
に
。 

 

願
主
本
誉
休
圓(

ほ
ん
よ
き
ゅ
う
え
ん)

造
立

年
不
明
。 

巾
着
帽
や
ち
ゃ
ん
ち
ゃ
ん
こ
を
着
せ
ら
れ
、

ジ
ュ
ー
ス
な
ど
が
備
え
ら
れ
絶
え
る
こ
と
が

あ
り
ま
せ
ん
。 

「
下
高
井
に
は
鬮
ば
様
っ
て
え
の
あ
ん
だ
よ
な
。
地
蔵
様
に
な

っ
て
る
が
ね
。
ち
ゃ
ん
と
榊
上
げ
て
ん
の
。 

石
像
は
䦰(

く
じ)

の
神
様
で
、
こ
こ
で
は
䦰
引
い
て
、
交
替

に
当
て
た
訳
な
ん
で
す
よ
。
そ
ん
で
䦰
当
た
る
よ
う
に
っ
て
、

地
蔵
様
へ
赤
い
布
下
げ
て
き
た
ん
だ
よ
な
。
今
で
も
上
げ
て
る

わ
。
講
な
ん
か
で
当
た
る
よ
う
に
っ
て
、
そ
れ
に
引
っ
掛
け
た

訳
な
ん
だ
よ
な
」 

取
手
市
史
民
族
編
Ⅱ
よ
り 

こ
の
く
じ
ば
様
に
は
、
賭
博
打
ち
も
お
参
り
に
来
た
と
云
う

事
で
す
。
昭
和
56
～
57
年
間
の
聞
取
り
文
。 

 

取
手
の
歴
史
に
は
、
浅
草
辺
り
に
ま
で
知
ら
れ
る
闇
賭
場
の

開
帳
が
昭
和
50
年
こ
ろ
ま
で
開
か
れ
て
い
ま
し
た
。 

 

湯
舟
で
の
賭
場
開
帳
の
様
子
は
、
土
浦
の
開
業
医
で
あ
っ
た

佐
賀
純
一
の
著
書
「
浅
草
博
徒
一
代
、
ア
ウ
ト
ロ
ー
が
見
た
日

本
の
闇
」
で
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
世
界
中
に
出
版
さ
れ
た
実
話

小
説
で
す
が
、
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
者
の
米
国
シ
ン
ガ
ー
の
ボ
ブ

デ
ィ
ラ
ン
の
倒
錯
問
題
で
も
話
題
と
な
り
ま
し
た
。 

 

関
東
鉄
道
貨
車
内
で
の
闇
賭
博
事
件
、
昭
和
50
年
の
事
件
で

す
。
こ
の
開
帳
を
最
後
に
、
賭
場
の
騒
ぎ
は
な
く
な
り
ま
し
た
。 

 

江
戸
湯
島
の
菅
原
道
真
公
を
祀
っ
た
、
合
格
祈
願
の
湯
島
天

神
も
、
江
戸
徳
川
幕
府
公
認
の
宝
く
じ
抽
選
場
で
も
あ
り
、
学

問
と
富
く
じ
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
因
縁
が
存
在
し
て
い
る
様

で
す
。 

相
野
谷
川
と
暗
渠(

あ
ん
き
ょ) 

 

ゆ
め
み
野
２
丁
目
と
１
丁
目
の
境
に
米
ノ
井
の
谷
津
を
流
れ

る
相
野
谷
川
は
山
の
坊
低
地
で
橋
を
潜
り
暗
渠
へ
と
流
れ
込
ん

で
い
ま
す
。
ゼ
ン
リ
ン
の
地
図
で
は
、
暗
渠
は
ゆ
め
み
野
２
丁

目
セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
地
下
で
ゆ
め
み
野
４
丁
目
へ
向
き
を
変
え

て
、
ゆ
め
み
野
公
園
の
鴨
の
住
む
池
へ
向
か
っ
て
い
ま
す
。 

 

池
か
ら
は
高
井
小
学
校
校
庭
の
南
端
に
あ
る
ポ
ン
プ
小
屋
へ 

更
に
、
ふ
れ
あ
い
の
里
老
人
ホ
ー
ム
か
ら
の
下
水
道
と
合
流
し

て
、
地
表
の
相
野
谷
川
へ
と
繋
が
り
ま
す
。 

 

相
野
谷
川
は
国
土
省
が
認
め
る
一
級
河
川
で
す
が
、
正
確
に

は
、
県
道255

取
手
矢
田
部
線
か
ら
利
根
川
河
口
ま
で
が
一
級

河
川
で
あ
り
、
そ
の
上
流
の
新
取
手
、
ゆ
め
み
野
、
下
高
井
の
水

砂(

み
ず
す
な)

迄
の
区
間
は
、
取
手
市
の
管
轄
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

水
砂
は
湿
田
で
あ
っ
た
そ
う
で
す
が
、
水
源
は
さ
ら
に
奥
で
あ

る
と
、
地
域
の
民
生
員
よ
り
聞
い
て
い
ま
す
。 

 

何
度
か
大
雨
の
た
び
に
訪
れ
た
結
果
、
水
源
は
、
国
道294

号

戸
頭
消
防
署
の
辺
り
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
降
水
量
が

高
い
大
雨
が
降
る
と
、
常
総
線
の
稲
戸
井
駅
先
の
踏
切
を
渡
り
、

糠
塚(

ぬ
か
つ
か)

古
墳
の
脇
を
流
れ
る
大
量
の
雨
水
流
を
見
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。 

 

甚
五
郎
沼 

相
野
谷
川
枝
流
、
ふ
れ
あ
い
の
里
老
人
ホ
ー
ム
の
敷
地
内
に

あ
っ
た
自
然
湖
、
甚
五
郎
沼
は
湧
き
水
に
よ
る
湖
沼
で
し
た
。 

 

団
地
造
成
時
に
埋
め
立
て
ら
れ
、
甚
五
郎
遺
跡
と
と
も
に
消

え
去
り
ま
し
た
。 

 

沼
の
周
り
は
、
野
鳥
し
か
近
づ
け
な
い
高
低
差
の
高
い
山
林
の

中
で
相
野
谷
川
に
面
し
た
老
人
ホ
ー
ム
側
だ
け
が
平
地
で
し
た
。 

 

鴨
が
冬
場
だ
け
訪
れ
て
い
た
大
変
静
か
な
、
そ
し
て
湧
き
水
の

美
し
い
湖
面
は
神
秘
的
な
景
色
を
見
せ
て
く
れ
て
い
ま
し
た
。 

 

越
冬
鴨
は
相
野
谷
川
に
住
家
を
変
え
て
、
今
で
も
来
て
く
れ

て
い
ま
す
。
近
頃
は
ア
オ
サ
ギ
を
見
か
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

 

ゆ
め
み
野
５
丁
目
東
の
「
鏡
が
出
土
し
た
大
山
１
遺
跡
」 

大
山
遺
跡
は
取
手
市
の
台
地
中
央
の
水
源
と
す
る
相
野
谷

川
右
岸
台
地
の
北
側
斜
面
に
形
成
さ
れ
た
４
世
紀
頃
の
古
墳

時
代
前
期
の
集
落
で
す
。
平
成
８
年
～
12
年
に
茨
城
県
財
団

が
発
掘
調
査
を
行
い
。
住
居
跡
25
件
、
竪
穴
遺
構
３
基
を
検

出
し
ま
し
た
。
平
成
12
年
の
発
掘
調
査
で
第
37
号
住
宅
跡

か
ら
重
圏
文
鏡
と
呼
ば
れ
る
青
銅
鏡
が
出
土
し
ま
し
た
。 

住
居
跡
は
五

5.5
×

4.4

ｍ
の
長
方
形
で
中
央
に
炉
を
も
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ち
、
他
の
住
居
跡
と
同
様
の
規
模
や
形
態
で
特
別
な
点
は
み

ら
れ
ま
せ
ん
、
鏡
の
出
土
状
況
も
無
造
作
に
廃
棄
さ
れ
た
様

で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

出
土
鏡
は
や
や
粗
製
な
直
径75.5

ｍ
の
小

型
鏡
で
背
面
の
文
様
は
同
心
円
文
に
単
純
な

斜
線
文
を
加
え
た
四
重
同
心
円
状
文
様
で
、

古
式
の
国
産
鏡
と
い
わ
れ
る
も
の
、
全
体
に

錆
び
著
し
く
、
一
番
外
側
に
櫛
歯
文
帯
が
あ

り
ま
し
た
。
郷
土
出
版
社 

◆ 

上
の
地
図
と
写
真
の
関
係 

 
 

地
図
の
下
部
に
二
股
路
が
記
さ
れ
て
い

ま
す
。 

 

建
物
が
建
っ
て
い
る
が
、
現
在
の
あ
づ
ま

幼
稚
園
の
向
か
い
側
に
建
つ
四
階
の
集
合
住

宅
ビ
ル
で
す
、
同
位
置
か
ら
撮
影
し
た
写
真

が
「2

007

年
大
山
庚
申
坂
」
で
す
。 

写
真
奥
の
白
い
建
物
が
高
井
小
学
校
に
な
り
ま
す
。 

道
の
右
側
の
発
掘
調
査
所
で
山
林
が
伐
採
さ
れ
て
い
る
写

真
で
す
。
ゆ
め
み
野
４
丁
目
21
番
地
に
な
り
ま
す
。 

高
井
小
学
校
の
通
学
路
で
し
た
。
神
社
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

ゆ
め
み
野
は
遺
跡
だ
ら
け 

 

平
成
23
年(

2021
)

街
開
き
と
な
り
姿
を
変
え
て
、
そ
れ
ま

で
の
森
と
林
は
住
宅
地
と
変
わ
り
ま
し
た
。 

 

区
画
整
理
の
実
施
以
前
に
実
施
さ
れ
た
遺
跡
発
掘
調
査
は

原
始
古
代
の
歴
史
の
解
明
に
貴
重
な
も
の
と
な
り
ま
し
た
。 

 

ゆ
め
み
野
１
丁
目
駅
北
側
一
帯
の
柏
原
遺
跡
は
、
旧
石
器

と
弥
生
の
両
時
代
の
遺
跡
。
ゆ
め
み
野
５
丁
目
を
中
心
と
し

た
大
山
遺
跡
、
こ
の
遺
跡
か
ら
は
古
墳
時
代
の
銅
鏡
。
ゆ
め

み
野
３
丁
目
の
下
高
井
向
原
遺
跡
で
は
平
安
時
代
の
瑞
花
双

鳳
五
花
鏡
と
い
う
珍
し
い
資
料
が
出
土
し
て
い
ま
す
。 

 

弥
生
時
代
の
竪
穴
住
居
の
痕
跡
出
土
、
東
原
遺
跡 

ゆ
め
み
野
公
園
調
整
池
、
旧
地
名 

野
の
井
東
原517 

 1996

年
発
掘
調
査
時
に
黒
曜
石(

こ
く
よ
う
せ
き)

の
槍
先
の
有

舌
尖
頭
器(

ゆ
う
ぜ
つ
せ
ん
と
う
き)

が
出
土
、
栃
木
県
矢
板
市
の

高
原
山
産
と
判
明
、
縄
文
時
代
草
創
期
の
狩
場
と
し
て
土
地
利

用
さ
れ
て
い
た
様
子
が
伺
わ
れ
る
。 

 

甚
五
郎
崎
遺
跡 

 

甚
五
郎
崎
遺
跡
は
、
ゆ
め
み
野
３
丁
目
の
高
井
小
学
校
の

東
側
台
地(

現
在
伊
藤
ハ
ム
の
敷
地
内)

に
出
土
さ
れ
ま
し
た
。 

平
成
６
年(1

994
)

に
ゆ
め
み
野
地
区
の
区
画
整
理
事
業
の

事
前
発
掘
調
査
で
発
掘
さ
れ
ま
し
た
。 

発
掘
調
査
結
果
に
よ
り
、
甚
五
郎
崎
遺
跡
は
縄
文
時
代
早
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期
か
ら
前
期
と
平
安
時
代
に
は
集
落
と
し
て
、
中
世
か
ら
近

世
に
は
基
域
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
ま
た
、

出
土
品
が
伴
わ
ず
、
時
期
が
判
別
で
き
ま
せ
ん
が
、
床
を
握

り
込
む
竪
穴
に
は
せ
ず
、
柱
だ
け
を
掘
り
込
ん
だ
掘
立
柱
建

物
跡
が
９
棟
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。 

平
安
時
代
の
竪
穴
建
物
跡
は
、
集
落
と
言
え
る
か
は
難
し

い
と
こ
ろ
で
、
遺
跡
全
体
で
３
軒
し
か
出
土
し
て
い
な
い
、

９
世
紀
後
半
の
竪
穴
建
物
跡
で
す
。
そ
の
内
の
２
軒
は
遭
跡

の
中
央
寄
り
に
約
20
ｍ
の
距
離
と
近
接
し
て
作
ら
れ
て
お

り
、
６
点
の
墨
書
土
器
が
出
土
し
て
い
ま
す
。 

甚
五
郎
碕
遺
跡
で
は
ほ
か
に
墨
書
土
器
が
出
土
し
、
合
計

７
点
の
墨
書
土
器
が
出
土
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
、
市
内
で

最
多
の
出
土
例
と
な
り
ま
す
。
墨
書
土
器
は
神
仏
に
関
係
す

る
文
字
や
地
名
、
人
名
な
ど
が
記
載
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
で

す
が
、
こ
こ
か
ら
出
土
し
た
墨
書
土
器
は
、
集
落
を
意
味
す

る
と
思
わ
れ
る｢

庄｣

が
２
点
、「
袋
」
が
２
点
の
ほ
か｢

山
本｣

｢

三｣

の
文
字
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。 

現
在
、
そ
れ
ら
の
文
字
を
連
想
さ
せ
る
地
名
は
残
っ
て
お

ら
ず
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
て
こ
の
よ
う
な
文
字
書
か

れ
た
の
か
知
る
手
が
か
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
近
接
す

る
建
物
跡
の
１
軒
か
ら
は
『
得
』
と
書
か
れ
た
墨
書
土
器
が

出
土
し
て
い
ま
す
。｢

得｣

は
仏
教
に
関
連
す
る
こ
と
が
多
く
、

ま
た
土
器
に
文
字
を
記
し
た
の
が
仏
教
者
だ
っ
た
と
言
わ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
甚
五
郎
崎
遺
跡
は
、
仏
教
者
が
活
動
し

て
い
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。 

時
期
を
確
定
で
き
る
資
科

が
伴
わ
な
か
っ
た
た
め
、
利
用
時
期
が
不
明
な
堀
立
柱
建
物

跡
が
、
も
し
墨
書
土
器
と
同
じ
平
安
時
代
の
も
の
で
あ
っ
た

と
想
定
す
る
な
ら
、
当
時
、
寺
院
や
役
所
な
ど
が
掘
立
柱
建

築
で
作
ら
れ
て
い
た
た
め
、
寺
院
に
関
係
す
る
建
物
だ
っ
た

可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
、
甚
五
郎
崎
遺
跡

は
平
安
時
代
に
は
市
内
西
部
の
中
心
的
な
場
所
だ
っ
た
の
か

も
知
れ
ま
せ
ん
。 

 

上
高
井
糖
塚
古
墳 

 

稲
戸
井
駅
か
ら
北
東5

00m

程
の
位
置
に
前
方
後
円
墳
と
円

墳
が
現
存
し
て
い
る
、
６
世
紀
後
半
築
造
。 

 

下
高
井
向
原
遺
跡 

 

２
丁
目
１
～
４
と
３
丁
目
４
に
か
け
て
発
掘
、
土
坑
墓
出

土
し
副
葬
品
の
花
鏡
と
刀
子
が
埋
葬
さ
れ
て
い
た
。
い
ず
れ

も
12
世
紀
頃
の
日
本
製
、
こ
の
頃
は
千
葉
氏
に
よ
り
相
馬
御

厨(

み
く
り
や)

が
出
来
て
伊
勢
神
宮
に
寄
進
さ
れ
た
頃
に
な

り
ま
す
。 

埋
葬
さ
れ
た
死
者
は
御
厨
と
関
係
が
あ
っ
た
の
か
は
不
明
。 

 
瑞
花
双
鳳
五
花
鏡
に
つ
い
て
、
鎌
倉
時
代
の
青
銅
製
の
鏡

で
瑞
花
双
鳳(

ず
い
か
そ
う
ほ
う)

と
い
う
大
陸
風
の
文
様(

も
ん

よ
う)

で
作
ら
れ
て
い
た
が
、
花
弁
が
５
枚
と
い
う
和
洋
の
デ

ザ
イ
ン
が
入
っ
た
日
本
独
特
の
和
鏡
に
進
化
し
銅
鏡
と
い
う

意
味
で
も
大
変
貴
重
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

役
所
な
ど
の
主
要
な
施
設
が
取
手
に
見
つ
か
っ
て
い
な
い

た
め
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
重
要
で
価
値
の

高
い
遺
品
が
出
土
さ
れ
た
の
か
、
時
代
背
景
と
し
て
は
、
相

馬
地
域
が
千
葉
氏
に
よ
っ
て
伊
勢
神
宮
に
寄
進
さ
れ
て
相
馬

御
厨(

み
く
り
や)

が
成
立
し
た
時
期
に
な
り
ま
す
。
出
土
品
と

の
関
係
は
不
明
で
す
。 

 

將
門
の
井
戸 

大
山
遺
跡
の
地
に
城
山
と
い
う
所
が
あ
っ
た
。 

 

伊
右
衛
門
ど
ん
に
古
い
井
戸
あ
っ
て
、
将
門
の
お
ふ
く
ろ

が
使
っ
て
た
ら
し
い
。
そ
れ
代
々
埋
め
て
は
な
ら
ね
え
っ
て

事
に
な
っ
て
る
。
昔
、
大
山
で
は
「
胡
瓜
の
輪
切
り
は
喰
わ

な
い
、
門
松
は
飾
ら
な
い
」
等
、
神
田
明
神
と
共
通
す
る
風

習
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

出
土
品 

                

右
の
鏡
： 

端
花
双
鳳
五
花
鏡
、
下
高
井
向
原
遺
跡 

ゆ
め
み
野
３
丁
目
の
霞
ス
ト
ア
ー
と
２
丁
目
の
間
。 

墨
書
土
器「
西
」
、
新
屋
敷
遺
跡
、
野
々
井 

墨
書
土
器「
袋
」
、
甚
五
郎
遺
跡
、
高
井
小
裏 

 2021/04/21

記 

新
四
国
相
馬
霊
場
八
十
八
ヶ
所
を
巡
る
会
資
料 
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関
東
鉄
道
常
総
線
の
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
史
実 

創
業
時
の
起
点
は
下
館(

上
り)

、 
明
治
44
年(19

11)

）
、
常
総
鉄
道
線
の
敷
設
に
際
し
「
下
館

～
水
海
道
～
佐
貫(

龍
ケ
崎
線
の
延
長)

の
計
画
案
と
「
下
館

～
水
海
道
～
取
手
」
の
計
画
案
が
ほ
ぼ
同
時
期
に
申
請
さ
れ
、

両
者
の
話
し
合
い
の
結
果
、
佐
貫
計
画
案
の
事
業
者
が
申
請

を
取
り
下
げ
た
た
め
現
在
の
路
線
が
建
設
さ
れ
た
。 

 

開
通
当
初
、
茨
城
県
内
で
は
、
明
治
22
年
開
通
の
水
戸
線

が
幹
線
で
東
北
線
小
山
が
起
点
駅
だ
っ
た
為
、
常
総
線
は
お

の
ず
と
下
館
が
起
点
と
な
っ
た
。
も
う
一
つ
明
確
な
理
由
で

は
な
い
の
で
す
が
、
大
正
２
年
11
月
常
総
鉄
道
開
通
に
熱
心

な
投
資
家
が
下
館
方
に
多
か
っ
た
為
と
聞
く
。
だ
が
、
国
鉄

乗
入
れ
が
始
ま
る
と
国
鉄
に
合
わ
せ
ざ
る
得
な
く
な
っ
た
。 

 

国
鉄
常
磐
線
は
、
起
点
が
田
端
駅
か
ら
上
野
駅
と
な
り
、

常
磐
線
利
用
者
に
は
知
ら
れ
て
い
た
「
日
暮
里
の
悲
鳴
」
と

い
う
、
日
暮
里
駅
と
三
河
島
駅
間
の
急
カ
ー
ブ
で
の
車
輪
と

レ
ー
ル
が
発
す
る
「
キ
ー
ン
」
と
い
う
摩
擦
音
と
と
も
に
、

常
磐
線
の
起
点
駅
と
な
っ
て
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。 

 

常
総
鉄
道
の
発
起
人
は
日
本
歴
代
首
相
を
務
め
た
吉
田
茂

の
実
父 

明
治
44
年
に
、
日
本
歴
代
首
相
を
務
め
た
吉
田
茂
の
実
父

で
あ
る
竹
内
綱(

つ
な)

を
代
表
と
し
て
発
起
し
、
翌
年
の
明

治
45
年
に
常
総
鉄
道
株
式
会
社
を
設
立
し
ま
し
た
。 

吉
田
茂
は
五
男
で
実
業
家
吉
田
健
三
へ
養
子
に
出
し
て
い

る
為
に
性
が
𠮷𠮷
田(

吉
が
𠮷𠮷)

と
変
わ
り
ま
し
た
。 

 

竹
内
綱
は
、
朝
鮮
鉄
道
事
業
の
統
合
を
実
現
し
た
こ
と
で

も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
前
島
密(

ひ
そ
か
、
１
円
切
手
、
郵
便

や
鉄
道
事
業
に
貢
献)

と
同
年
で
す
。 

国
鉄
乗
入
通
勤
列
車
下
妻
発
取
手
経
由
上
野
行 

昭
和
23
年
２
月
１
日
改
正
の
ダ
イ
ヤ
で
設
定
さ
れ
た
乗

入
列
車
は
、
下
館
を
４
時40

分
に
発
車
し
、
取
手
で
土
浦
発

６
時
16
分
の
常
磐
線
に
併
結
さ
れ
、
上
野
に
８
時
25
分
に

到
着
し
た
。
一
方
、
下
り
列
車
は
、
上
野
16
時
40
分
発
に
併

結
さ
れ
た
客
車
が
取
手
で
分
割
さ
れ
、
下
館
に
20
時
39
分

に
到
着
す
る
の
を
日
課
と
し
て
い
ま
し
た
。 

し
か
し
、
折
角
で
き
た
直
通
も
、
上
野
駅
発
着
の
時
刻
が

通
勤
時
間
帯
と
上
野
着
は
遅
く
、
上
野
発
は
早
い
と
食
い
違

う
た
め
、
昭
和
23
年
５
月
１
日
に
改
正
し
て
、
常
総
線
内
の

始
発
終
着
駅
と
も
に
下
館
か
ら
下
妻
と
し
て
、
上
野
着
発
の

時
刻
も
改
め
ら
れ
、
改
正
後
は
、
上
野
駅
着
７
時
45
分
、
発

が
17
時
20
分
に
変
更
さ
れ
ま
し
た
。 

客
車
は
、
常
磐
線
は
オ
ハ
35
等
６
両
、
常
総
線
は200

00

ロ
ン
グ
シ
ー
ト
車
両
で
し
た
が
、
後
に
常
磐
線
は
デ
ィ
ー
ゼ

ル
車
キ
ハ
17
、
常
総
線
は
キ
ハ50

4

に
置
き
換
え
ら
れ
ま
し

た
。
さ
ら
に
、
国
鉄
乗
入
併
結
運
行
の
た
め
に
、
連
結
器
の

床
面
高
さ
が
異
な
る
た
め
、
改
良
し
た
様
で
す
。 

戦
時
中
に
失
っ
た
車
両
に
よ
り
、
省
社(

鉄
道
省)

の
車
両

不
足
に
よ
る
満
員
乗
車
の
緩
和
対
策
と
し
て
、
私
鉄
の
乗
入

を
促
進
、
省
社
側
か
ら
の
陳
情
に
よ
る
も
の
で
し
た
。 

常
総
線
も
ピ
ン
チ
ヒ
ッ
タ
ー
と
し
て
そ
の
役
割
を
翌
年
の

松
戸
～
上
野
電
化
ま
で
、
無
事
果
た
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

昭
和
24
年
６
月
１
日
よ
り
国
鉄
は
電
化
に
よ
り
、
常
磐
線

に
省
電
の
運
用
が
開
始
さ
れ
ま
す
。 

省
電(

し
ょ
う
で
ん)

＝
省
線
電
車
、 

日
本
国
有
鉄
道(

国
鉄)

の
電
車
で
、
大
都
市
周
辺
で
運
転

さ
れ
た
近
距
離
専
用
電
車
ま
た
は
近
距
離
専
用
電
車
線
を
い

い
ま
し
た
。
山
の
手
線
、
京
浜
東
北
線
、
中
央
快
速
線
、
総

武
緩
行
線
、
常
磐
快
速
線
を
省
電
と
言
っ
た
。 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

鉄
道
ピ
ク
ト
リ
ア
ル 

よ
り 

 

下
館
発
取
手
行
の
豪
華
特
急
列
車
「
し
も
だ
て
」 

昭
和
14
年
頃(

戦
前)

下
館
発
一
番
列
車
に
よ
り
、
通
過
駅

運
行
が
さ
れ
て
い
た
が
、
昭
和
25
年(

戦
後)

11
月
の
ダ
イ

ヤ
か
ら
駅
通
過
運
転
が
増
え
ま
し
た
。
下
館
～
水
海
道
か
ら

取
手
間
は
通
過
～
取
手
間
１
時
間
半
、
更
に
、
昭
和
32
年
７

月
１
日
、
下
館
～
黒
子
～
下
妻
～
取
手
間
２
駅
停
車
の
特
急

「
し
も
だ
て
」
が
１
時
間
で
運
行
、
新
聞
折
込
チ
ラ
シ
や
マ

ッ
チ
箱
ラ
ベ
ル
宣
伝
と
車
内
で
は
湯
茶
、
タ
バ
コ
の
接
待
、

車
内
で
ラ
ジ
オ
放
送
の
サ
ー
ビ
ス
と
社
の
力
の
入
れ
方
は
異

常
と
も
と
れ
た
様
で
す
。 

さ
ら
に
、
同
年
11
月
か
ら
６
駅
停
車
の
「
鬼
怒
風
」
が
運

行
さ
れ
た
。
こ
れ
等
の
列
車
名
は
、
懸
賞
付
き
募
集
で
決
め

ら
れ
た
そ
う
で
す
。 

 

昭
和
50
年
、
取
手
駅
貨
物
車
内
賭
博
摘
発
事
件
、 

10
月
28
日
、
走
行
中
の
混
合
列
車
内
の
貨
車
を
占
拠
し

て
移
動
賭
博
場
を
開
き
、
常
習
賭
博
を
行
っ
て
い
た
ヤ
ミ
米

ブ
ロ
ー
カ
ー
ら
35
人
が
検
挙
さ
れ
ま
し
た
。
以
後
、
取
手
に

於
け
る
賭
博
は
聞
か
な
く
な
り
ま
し
た
。 

 

非
電
化
で
複
線
運
用
は
珍
し
い
。 

日
本
住
宅
公
団
な
ど
か
ら
資
金
分
担
を
得
て
、
全
線
単
線

で
あ
っ
た
路
線
の
う
ち
取
手
～
水
海
道
間
を

19
80

年
代
ま

で
に
複
線
化
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
非
電
化
私
鉄
で
あ
り

な
が
ら
、1

7.5 
km

に
及
ぶ
複
線
区
間
が
存
在
す
る
全
国
的

に
見
て
も
珍
し
い
路
線
と
な
っ
て
い
ま
す
。 
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東
日
本
大
震
災
の
発
生
翌
日
、
山
の
坊
の
レ
ン
ガ
煙
突
一
部
倒
壊 

 

下
写
真 

 

山
の
坊
の 

 

長
屋
門 

   

地
図
中
の 

丸
数
字
は
、 

相
馬
霊
場
の 

札
所
番
号
で
す 

   


