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市
内
の
伊
地
山
・
助
沢
・
高

萩
・
山
倉
地
先
な
ど
を
源
と
し
、

太
平
洋
に
注
ぐ
栗
山
川
。
こ
の

川
を
望
む
台
地
上
に
は
、
各
時

代
の
遺
跡
が
多
く
存
在
し
、
ま

た
、
低
地
に
立
地
す
る
栗
山
川

流
域
遺
跡
群
は
縄
文
時
代
の
丸

木
舟
を
出
土
す
る
こ
と
で
知
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
こ
の
さ
ら
に
上

流
、
旧
栗
源
町
岩
部
地
区
か

ら
出
土
し
た
市
指
定
文
化
財

「
瓦が
と
う
は
ん

当
笵
」（
平
成
13
年
12
月
18

日
指
定
）
を
紹
介
し
ま
す
。

　

昭
和
60
年
10
月
、
岩
部
字
コ

ジ
ヤ
地
先
の
畑
（
県
道
成
田
小

見
川
鹿
島
港
線
と
東
総
有
料
道

路
交
差
付
近
）
か
ら
、
耕
作
中

に
偶
然
、
陶
製
の
「
瓦
当
笵
」

が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。

　

瓦
当
笵
と
は
、
瓦
屋
根
の
軒

先
を
飾
る
軒の

き
ま
る丸

瓦
や
軒の

き
ひ
ら平

瓦
な

ど
の
瓦
当
面
を
つ
く
る
の
に
使

用
す
る
「
型
」
の
こ
と
で
、
瓦

つ
く
り
の
道
具
の
一
つ
で
す
。

日
本
で
は
、
奈
良
県
の
飛
鳥
寺

な
ど
6
世
紀
末
ご
ろ
か
ら
瓦
が

つ
く
ら
れ
ま
す
が
、
こ
れ
ま
で

瓦
当
笵
は
一
例
も
発
見
さ
れ
て

い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
は
、

多
く
の
瓦
当
笵
が
木
製
品
で
あ

る
た
め
に
、
長
い
年
月
の
間
に

土
中
で
腐
っ
て
し
ま
い
残
ら
な

か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

コ
ジ
ヤ
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
も

の
は
、陶
製
で
あ
っ
た
た
め
に
、

今
日
ま
で
腐
ら
ず
に
残
っ
た
の

で
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
陶

製
瓦
当
笵
は
極
め
て
ま
れ
な
存

在
で
あ
り
、
現
在
の
と
こ
ろ
、

全
国
で
2
例
だ
け
で
す
。

 

コ
ジ
ヤ
遺
跡
か
ら
出
土
し
た

の
は
、
軒
丸
瓦
の
瓦
当
笵
で

す
。
直
径
は
12
・
2

cm
、
高
さ

は
5
・
0

cm
。
窖あ

な

（
ト
ン
ネ
ル
）

窯が
ま

で
還か

ん
げ
ん
え
ん

元
焔
焼
成
さ
れ
て
い
る

た
め
に
、
堅か

た

く
焼
き
締
ま
り
、

青
灰
色
を
し
て
い
ま
す
。
表
面

を
平
滑
に
仕
上
げ
、
中
央
に
ハ

ス
の
花
を
図
案
化
し
た
「
有ゆ

う
じ
く軸

素そ
べ
ん
は
ち
ょ
う
れ
ん
げ
も
ん

弁
八
葉
蓮
華
紋
」
を
陰
刻
し

て
い
ま
す
。
紋
様
の
特
徴
か
ら

奈
良
時
代
の
も
の
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
が
、
も
う
少
し
時
代

を
古
く
す
る
意
見
も
あ
り
ま

す
。
残
念
な
が
ら
現
在
の
と
こ

ろ
、
こ
の
瓦
当
笵
か
ら
つ
く
ら

れ
た
軒
丸
瓦
は
一
例
も
発
見
さ

れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

日
本
の
古
代
に
お
い
て
、
瓦

は
一
般
庶
民
の
家
屋
に
使
用
さ

れ
る
こ
と
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら

寺
院
や
官か

ん
が衙
（
役
所
）
な
ど
特

別
な
建
物
に
利
用
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
近
隣
の
岩
部
大
関
遺
跡

▲瓦屋根模式図

▲瓦当笵は房総風土記の丘資料館に展示中

や
岩
部
遺
跡
か
ら

も
古
瓦
が
出
土
し

て
い
ま
す
が
、
瓦

を
葺ふ

く
よ
う
な
建

物
跡
は
発
見
さ
れ

て
い
ま
せ
ん
。

　

コ
ジ
ヤ
遺
跡
の

重
要
な
と
こ
ろ
は

瓦
つ
く
り
の
道
具

で
あ
る
瓦
当
笵
が

出
土
し
た
と
い
う

こ
と
で
す
。
道
具

が
発
見
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
は
、
こ

の
近
辺
に
瓦
工
房
が
あ
っ
た
可

能
性
も
十
分
に
考
え
ら
れ
ま

す
。
近
年
の
調
査
で
、
岩
部
地

区
よ
り
、
も
う
少
し
上
流
の
福

田
地
区
で
7
世
紀
前
半
ご
ろ

か
ら
須す

え

き

恵
器
生
産
が
開
始
さ
れ

た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。

「コジヤ遺跡の瓦当笵」

古代のアトリエ跡か
栗山川上流域

希
少
な
「
瓦
当
笵
」

　

窯よ
う
ぎ
ょ
う業

技
術
に
精
通
し
た
工
人

集
団
が
こ
の
周
辺
に
居
住
し
て

い
た
の
で
す
。

　

将
来
、
コ
ジ
ヤ
遺
跡
の
近
く

で
、
こ
の
瓦
当
笵
で
つ
く
っ
た

軒
丸
瓦
を
焼
い
た
瓦

か
わ
ら
が
ま窯
跡
が
発

見
さ
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

奈
良
時
代
の
瓦
当
笵

コ
ジ
ヤ
遺
跡
は
瓦
工
房
跡
か
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▲サスケに挑戦する親子 男の子に人気のブーメラン教室

▲

小
見
川
藩
商
人
街　

は
ん
な
り
市

鳶
会
が
江
戸
火
消
し
を
再
現

若

教
に
つ
い
て
考
察
し
、
靖
国
問
題
の

背
景
も
分
析
す
る
。

お
お
き
な
か
ぶ

Ａ
・
ト
ル
ス
ト
イ
／
再
話

内
田
莉
莎
子
／
訳　

佐
藤
忠
良
／
絵

　

お
じ
い
さ
ん
が
か
ぶ
を
植
え
た

ら
、
と
て
つ
も
な
く
大
き
な
か
ぶ
が

で
き
ま
し
た
。
お
じ
い
さ
ん
1
人
で

は
と
て
も
抜
け
ま
せ
ん
。
お
ば
あ
さ

ん
に
手
伝
っ
て
も
ら
っ
て
も
抜
け
ま

せ
ん
。
孫
を
呼
び
、
犬
を
呼
び
、
ね

こ
を
呼
び
、
と
う
と
う
ね
ず
み
ま
で

呼
ん
で
き
て
…
。
ロ
シ
ア
の
民
話
で

「
う
ん
と
こ
し
ょ　

ど
っ
こ
い
し
ょ

　

ま
だ
ま
だ
か
ぶ
は
ぬ
け
ま
せ
ん
」

と
い
う
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
文
章
の
繰
り

返
し
が
調
子
よ
く
、
子
ど
も
た
ち
は

声
を
合
わ
せ
て
一
緒
に
お
話
に
参
加

で
き
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

小
見
川
藩
商
人
街
「
は
ん
な
り
市
」
が

8
月
19
日
、
小
見
川
駅
前
通
り
で
開
催
さ

れ
ま
し
た
。

　

会
場
に
は
、
水
ヨ
ー
ヨ
ー
や
金

魚
す
く
い
、
あ
め
細
工
な
ど
の
出

店
が
並
び
、
大
勢
の
人
で
に
ぎ
わ

い
ま
し
た
。

　

特
設
ス
テ
ー
ジ
で
は
、
中
央
小

郷
土
芸
能
部
の
演
奏
や
も
の
ま
ね
、

マ
ジ
ッ
ク
シ
ョ
ー
、
小
見
川
若
鳶

会
に
よ
る
ハ
シ
ゴ
乗
り
な
ど
が
披

露
さ
れ
ま
し
た
。
特
に
、
江
戸
火

消
し
を
再
現
し
た
ハ
シ
ゴ
乗
り
が

始
ま
る
と
、
観
客
は
ハ
シ
ゴ
を
取

り
囲
み
、
み
ご
と
な
演
技
に
見
入
っ

て
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
小
見
川
藩
商
人
街
と
あ
っ

▲はしご乗りの技を披露 ▲会場には侍も登場

て
、
通
り
に
は
お
侍
さ
ん
が
出
現
。
江
戸

情
緒
を
演
出
し
て
い
ま
し
た
。


