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古代の水場跡 右 が上流側で、上方に木槽が設置されている。

右下は水場跡の発見された谷と、調査の様子。
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古

代

の

水

場

主
任
調
査
研
究
員
　

川
島
　
雅
人

最
近
は
あ
ま
り
目
に
す
る
こ
と
が
な
く
な
り
ま

し
た
が
、

か
つ
て
町
や
村
の
川
辺
や
湧
水
地
は
、

地
域
の
人
び
と
の
暮
ら
し
に
利
用
さ
れ
、

生
活
の

拠
り
所
に
も
な
う
て
い
ま
し
た
。

そ
う
し
た
古
代
の
水
場
の
跡
が
、

最
近
、

町
田

市
小
山
に
あ
る
陥
９６０
遺
跡
か
ら
発
見
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
遺
構
の
周
辺
か
ら
は
、

１０
世
紀
を
中
心
と
す

る
２２
軒
の
竪
穴
住
居
跡
も
調
査
さ
れ
て
お
り
、

水

場
を
取
り
巻
く
多
摩
丘
陵
の
古
代
集
落
と
し
て
注

目
さ
れ
ま
す
。

水
場
は
、

小
さ
な
河
道
の
右
岸
を
コ
の
字
状
に

掘
削
し
て
作
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

流
れ
を
堰
き
止

め
る
よ
う
に
、

河
原
石
を
基
礎
に
し
て
、

丸
太
と

板
材
を
Ｌ
字
形
に
組
み
合
わ
せ
、

そ
れ
を
杭
と
礫

で
固
定
し
て
い
ま
し
た
。

上
流
側
に
は
、

太
い
丸

太
を
割
り
貫
い
て
作
ら
れ
た
、

長
さ
１
・
ｌ

ｍ
も
の
木

槽
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

水
溜
め
と
し
て

使
わ
れ
た
よ
う
で
す
。

こ
の
水
場
に
は
、

当
時
に
使
わ
れ
た
い
ろ
い
ろ

の
物
が
残
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

須
恵
器
や
土
師
器
、

緑
釉

・
灰
釉
陶
器
、

瓦
、

い
く
つ
か
の
木
槽
と
木

皿

・
曲
物
と
い
っ
た
道
具
類
を
は
じ
め
、

モ
モ

・

ヒ
ョ
ウ
タ
ン

・
ド
ン
グ
リ
類
や
昆
虫
の
遺
骸
、

は

て
は
イ
ノ
シ
シ
の
牙
も
発
見
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
水
場
を
通
し
て
、

当
時
の
食
生
活
や
周
辺

の
環
境
を
知
る
こ
と
も
で
き
、

古
代
の
人
び
と
の

息
づ
か
い
が
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
で
す
。
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島
屋
敷
遺
跡
の
調
査
状
況
は
本
紙
３９
号

で
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
が
、

こ
の
度
、

約

二
万
七
千
年
前
の

「局
部
磨
製
石
斧
」
が

出
上
し
ま
し
た
の
で
報
告
し
ま
す
。

こ
の
石
器
が
出
土
し
た
の
は
、

仙
川
に

沿

っ
た
弧
状
の
高
ま
り
で
、

南
西
に
向
か

う
緩
斜
面
で
す
。

お
そ
ら
く
Ⅸ
層
上
部
に

含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、

こ

の
辺
り
は
豊
富
な
水
量
で
知
ら
れ
た

「丸

池
」
に
近
い
た
め
に
地
下
水
位
が
高
く
、

水
つ
き
に
よ
る
酸
化
鉄
層
が
何
枚
も
帯
状

に
見
ら
れ
ま
す
。
こ
の
た
め
に
、

出
上
し

た
層
位
は
特
定
し
に
く
い
も
の
で
し
た
。

石
器
の
大
き
さ
は
、

長
さ
１３５

ｍｍ
・
幅
６６

ｍｍ
・
厚
さ
３８

ｍｍ
。
重
さ
２９９

ｇ
を
測
り
、

関
東
地
方
か
ら
出
土
し
て
い
る
こ
の
類
の

局
部
磨
製
石
斧
と
し
て
は
、

や
や
大
形
に

属
し
ま
す
。

表
面
に
礫
皮
を
残
す
大
形
剥

片
を
素
材
に
、

両
側
縁
を
細
か
く
加
工
し

て
形
を
整
え
て
い
ま
す
。

平
面
形
は
、

刃
部
が
最
大

幅
と
な
り
、

基
部
に
向
か
っ
　
！ｉ

て
狭
ま
る

「緩
形
」
で
す
。

一

そ
の
局
部
磨
製
の
刃
部

一一

で
す
が
、

刃
角
が
６０
～
７０

，一

度
の
両
刃
で
、

表
裏
両
面

一‥ｉ‐…ｉ‐……‐！！‐‐…十……‐…

の
５
～
３

ｍｍ
幅
と
い
う
ご

く
狭
い
範
囲
だ
け
が
顕
著

に
研
磨
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
石
器
の
石
質
は
、

御
殿
峠
礫
層
に
由
来
す
る

「中
粒
凝
灰
岩
」

と
考
え
ら
れ
、

多
摩

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
陥
７２

遺
跡
で
見

つ
か
っ
た
石
器
群
と
の
関
連
も

窺
え
ま
す
。

こ
れ
ま
で
に
都
内
か
ら
出
上
し
た
局
部

磨
製
石
斧
は
３０
本
余
り
に
な
り
ま
す
が
、

そ
の
多
く
は
Ｘ
層
か
ら
Ⅸ
層
下
部
に
集
中

し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
こ
の
時
期
の
局
部

磨
製
石
斧
は
、

全
体
の
形
が

「精
円
形
」

で
、

体
部
の
中
央
ま
で
研
磨
さ
れ
る
の
が

多

い
よ
う
で
す
。

本
例
は
、

形
態
的
に
も

「撥
形
」
で
、
し
か
も
研
磨
部
分
が
帯
状

に
狭
い
特
徴
か
ら
、

今
ま
で
の
出
土
例
と

は
か
な
り
様
相
が
異
な
り
ま
す
。

立
川
ロ
ー
ム
層
の
最
下
底
部
に
出
現
し

て
、

最
終
氷
河
期
の
最
寒
冷
期
に
向
か
う

に
つ
れ
て
少
な
く
な
る
局
部
磨
製
石
斧
の

在
り
方
を
考
え
る
上
で
、

本
石
器
は
大
き

な
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
そ
う
で
す
。

（五
十
嵐
　
彰
）

群
平
成
九
年
度
の
海
外
研
修
路

第
四
回
目
の
全
国
埋
蔵
文
化
財
法
人
連

絡
協
議
会

・
関
東
ブ
ロ
ッ
ク
の
海
外
研
修

が
、

今
年
も
九
月
八
日
か
ら
十
三
日
ま
で

の
六
日
間
、

中
華
人
民
共
和
国
の
北
京
市

と
西
安
市
を
中
心
に
行
わ
れ
ま
し
た
。

参
加
者
は
、

茨
城

・
栃
木

・
千
葉

・
埼

玉
の
４
県
を
含
む
１６
名
で
、

当
セ
ン
タ
ー

最
大
規
模
の
横
穴
墓
を
発
見

新
聞
や
テ
レ
ビ
で
も
大
き
く
取
り
上

げ
ら
れ
ま
し
た
が
、

こ
の
ほ
ど
町
田
市

小
山
に
あ
る
陀
３‐３
遺
跡
か
ら
、

石
積
を

も

つ
大
規
模
な
横
穴
墓
が
発
見
さ
れ
ま

し
た
。

場
所
は
、

本
紙
の
表
紙
を
飾

っ

た
水
場
遺
構
の
す
ぐ
近
く
、

調
査
の
終

了
ま
じ
か
に
、

造
成
で
土
盛
り
さ
れ
て

い
た
下
か
ら
現
れ
た
も
の
で
す
。

十
月
十
七

・
十
八
日
に
、

遺
跡
の
現

地
説
明
会
を
催
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、

大

勢
の
見
学
者
が
訪
れ
て
娠
わ

い
ま
し

た
。
こ
の
模
様
は
次
号
で
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

か
ら
は
佐
藤
調
査
研
究
部
長
、

中
村
庶
務

係
長
、

国
谷
調
査
セ
ン
タ
ー
係
長
、

竹
尾

副
主
任
調
査
研
究
員
が
参
加
し
ま
し
た
。

中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
、

中
国

社
会
科
学
院
西
安
考
古
研
究
室
を
公
式
訪

問
し
て
、

友
好
的
な
雰
囲
気
の
な
か
で
意

見
を
交
換
し
ま
し
た
が
、

特
に
、

現
在
の

中
国
考
古
学
の
成
果
に
つ
い
て
有
意
義
な

回
答
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

こ
の
ほ
か
、

周
口
店
遺
址
博
物
館

・
八

達
嶺
長
城

・
秦
始
皇
兵
馬
偏
博
物
館

・
険

西
省
歴
史
博
物
館

・
故
宮
博
物
館
等
を
見

学
し
、

「悠
久
の
国
　
ア
ジ
ア
の
隣
国
を

訪
ね
て
」
の
研
修
目
的
を
達
成
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
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大
名
屋
敷
と
災
書

地
震

・
火
事

・
火
山
噴
火

・
洪
水
な
ど

の
災
害
は
、

今
ま
で
に
幾
度
と
な
く
人
々

の
生
活
に
被
害
を
与
え
て
き
ま
し
た
。

遺

跡
の
中
か
ら
も
そ
う
し
た
痕
跡
が
数
多
く

見
つ
か

っ
て
い
ま
す
が
、

例
え
ば
、

火
山

の
噴
火
で
埋
没
し
て
し
ま

っ
た
イ
タ
リ
ア

の
ポ
ン
ペ
イ
遺
跡
な
ど
は
、

火
山
災
害
跡

の
典
型
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

現
在
、

港
区
新
橋
で
発
掘
中
の
汐
留
遺

跡
で
も
、

江
戸
時
代
に
お
け
る
災
害
の
痕

跡
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

一
つ
は
地
震
の
跡
で
あ
り
、

も
う

一
つ
は
火
事
の
跡
で
す
。

地
震
の
跡
は
、

龍
野
藩
の

長
屋
部
分
と
仙
台
藩
の
御
殿

『表
向
』
部
分
で
発
見
さ
れ

て
お
り
、

両
者
共
に
、

元
禄

十
六
年
の
大
地
震
に
よ
り
発

生
し
た
と
考
え
ら
れ
る
液
状

化
跡
で
す
。

龍
野
藩
邸
で
見

つ
か
っ
て
い
る
液
状
化
跡
は
、

平
面
的
に

は
幅
１
～
２
側
程
の
砂
脈
が
２０
側
四
方
に

広
が
っ
て
お
り
、

幅
の
広
い
所
で
は
２０
～

３０
側
と
ぃ
ぅ
も
の
で
す
（
写
真
）。

ま
た
、　

一
部
で
は
、

砂
の
噴
き
上
が
り

に
伴
っ
て
、

地
盤
が
競
り
上
が
っ
て
い
る

部
分
も
あ
り
、

付
近
の
建
物
に
も
相
当
の

被
害
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

火
事

の
跡
と
し
て
は
、

焼
け
て
赤
く
変
質
し
た

地
表
面
な
ど
が
確
認
さ
れ
ま
す
が
、

汐
留

遺
跡
に
位
置
し
て
い
る
大
名
屋
敷
は
、

記

録
に
残

っ
て
い
る
だ
け
で
も
、

十
数
回
も

火
事
に
遭

っ
て
お
り
、

そ
の
痕
跡
も
数
多

く
認
め
ら
れ
ま
す
。

そ
れ
で
は
、

こ
れ
ら
の
痕
跡
か
ら
い
つ

た
い
何
が
分
か
る
の
で
し
ょ
う
か
。

一
つ

代
表
的
な
も
の
を
上
げ
る
と
す
る
と
、

遺

跡
の
年
代
を
限
定
す
る
の
に
役
立

つ
こ
と

で
し
ょ
う
。

大
名
屋
敷
を
調
査
す
る
と
、

石
組
溝

・
ゴ
ミ
穴

・
上
水
桶
な
ど
多
種
多

様
な
遺
構
が
み
つ
か
り
ま
す
が
、

こ
れ
ら

の
機
能
し
て
い
た
時
期
は
、

通
例
で
す
と

そ
こ
か
ら
出
上
し
た
遺
物
か
ら
判
断
す
る

し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、

遺
物
か
ら

わ
か
る
年
代
幅
は
比
較
的
広
い
の
で
、

遺

構
が
機
能
し
て
い
た
時
期
を
限
定
す
る
こ

と
は
困
難
で
す
。

そ
こ
で
役
立

つ
の
が
、

地
震
や
火
事
の
跡
と
い
う
わ
け
で
す
。

こ
れ
ら
の
多
く
は
文
献
等
に
よ
り
発
生

年
代
が
特
定
で
き
る
の
で
、

遺
構
と
の
関

わ
り
合
い
に
よ
っ
て
は
、

こ
れ
を

一
つ
の

指
標
と
し
て
、

遺
物
か
ら
分
か
る
年
代
幅

を
さ
ら
に
限
定
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ

て
き
ま
す
。

生
活
し
て
い
る
人
に
と

っ
て
、

出
来
れ

ば
災
害
に
は
遭
い
た
く
は
な
い
も
の
で
す
。

し
か
し
、

遺
跡
の
な
か
で
発
見
さ
れ
る
災

害
の
跡
は
、

考
古
学
上
、

貴
重
な
資
料
を

提
供
し
て
く
れ
る
の
で
す
。

（西
澤
　
明
）
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液状化跡 (白い部分が砂脈)

遺
跡
庭
園

「縄
文
の
村
」
に
は

復
元
家
屋
が
亘
棟
建

っ
て
い
ま
す
。

こ
の
家
屋
で
週
に
四
日
、

順
に
、

縄
文
時
代
さ
な
が
ら
に
焚
火
を
行
っ
閉

て
い
ま
す
。
こ
の
作
業
は
平
成
二

年
か
ら
多
摩
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
６

ン
タ
ー
に
委
託
し
て
い
ま
す
が
、
８

真
夏
と
も
な
る
と
汗
だ
く
の
苦
行

を
強
い
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

　

ん

焚
火
を
す
る
目
的
と
い
う
の
は

見
学
者
に
見
て
も
ら
い
、

縄
文
人

の
雰
囲
気
に
浸

っ
て
も
ら
え
た
ら

И

と
い
う
狙
い
で
す
が
、

そ
れ
だ
け

で
は
な
く
、
も

つ
と
本
質
的
な
問

題
を
抱
え
て
い
る
の
で
す
。
　

　

８

復
元
家
屋
の
中
は
、

土
問
か
ら

の
湿
気
に
よ
り

一
年
を
通
し
て
湿

々

度
が
高
く
、
し
か
も
太
陽
熱
の
弱
班

い
冬
に
は
、

地
熱
に
よ
り
外
よ
り
雛

も
暖
扮
な
た
め
、
虫
が
棲
息
し
た
一軒
難

り
、

徹
が
繁
殖
し
や
す
い
環
境
を
作
り
ま

す
。

そ
こ
で
、

復
元
家
屋
の
柱
や
茅
葺
き

屋
根
を
害
虫
や
徴
か
ら
防
除
す
る
の
に
、

焚
火
の
熱
と
煙
で
燻
蒸
す
る
の
が
効
果
的

ド
や
丸
　
と

い
え
ま
す
。

平
成
四
年
か
ら
は
、

日
に
４
回
、

復
元
家
屋
の
入
り
田
部

（
Ａ
＝
外

的
気
）、
内
部
右
側

（
Ｂ
）、
内
部
中

央
奥
の
三
箇
所
で
温
度
の
変
化
を

∞
測
定
し
て
い
ま
す
。

出
　

図
は
、

八
月

一
日
か
ら
八
日
ま

で
の
Ａ
棟

（敷
石
住
居
）
の
変
化

ｍ
を
、

小
型
温
湿
度
計
で
十
分
間
隔

に
測
定
し
た
温
湿
度
の
記
録
で
す
。

焚
火
を
し
な
い
平
常
日
は
、

平

い
均
し
て
温
度
が
２７
度
、

湿
度
が
９５

％
で
す
。

そ
れ
が
焚
火
を
し
た
二

ｍ
日
と
七
日
で
は
、

作
業
を
開
始
し

出
た
午
前
１０
時
か
ら
温

・
湿
度
が
変

化
し
始
め
て
、

作
業
を
終
了
し
た

ｍ
午
後
３
時
３０
分
に
は
、

温
度
が
３６

働
度
、

湿
度
が
５５
％
に
な
り
ま
し
た
。

純
　
作
業
を
終
え
る
と
、

そ
の
後
、

Ｂ
少
し
ず
つ
元
の
状
況
に
復
し
て
行

き
、

午
前
７
時
に
な
る
と
平
常
に
戻
り
ま

し
た
。

　
　
　
　
　
　
（門
倉
　
武
夫
）

〔ミ
〕
電
宴
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平
成
九
年
度
の
文
化
財
講
演
会
は
、

展

一不
テ
ー
マ

「丘
陵
に
お
け
る
文
化
の
醸
成
」

に
因
み
、

文
化
の
交
流
と
形
成
を
テ
ー
マ

に
し
た
企
画
を
た
て
、

各
時
代
の
様
相
を

概
観
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

第

一
回
は
、

七
月
五
日

（土
）
に
、

当

セ
ン
タ
ー
の
上
條
朝
宏
主
任
調
査
研
究
員

に
よ
る
、

「
土
器
作
り
粘
上
の
採
掘
と
そ

の
行
方
」
の
講
演
と
、

映
画

「多
摩
丘
陵
」

を
上
映
し
ま
し
た
。

猛
暑
の
中
、

７４
名
の

参
加
が
あ
り
ま
し
た
。

第
二
回
は
、

八
月
二
日

（土
）
に
、

当

セ
ン
タ
ー
の
鶴
間
正
昭
副
主
任
調
査
研
究

員
に
よ
る
、

「古
代
の
丘
陵
開
発
」
の
講

演
と
、

映
画

「古
代
史
発
掘
」
を
上
映
し

殺

一
　

　

　

．

ま
し
た
。

‐２２
名
も
の
参
加
が
あ
り
ま
し
た
。

第
三
回
は
、

十
月
四
日

（土
）
に
、

東
京

都
立
大
学
助
教
授
山
田
昌
久
氏
に
よ
る
、

「東
日
本
の
初
期
稲
作
」
の
講
演
と
、

映

画

「佐
渡
の
車
田
植
」
を
上
映
し
ま
し
た
。

参
加
者
か
ら
熱
心
な
質
問
が
引
き
も
切
ら

ず
、

稔
り
多

い
講
演
会
で
し
た
。

参
加
者

は
９８
名
を
数
え
ま
し
た
。

こ
の
と
こ
ろ
、

毎
年
、

参
加
希
望
が
募

る

一
方
と
な
り
ま
し
た
人
気
行
事

「土
器

作
り
教
室
」
が
、

八
月
二
十

一
。
二
十
二

日
お
よ
び
九
月
十
三
日
の
三
日
間
に
わ
た

り
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

二
日
間
を
上
器
作

り
に
、

野
焼
き
は
三
週
間
の
乾
燥
を
経
て

遺
跡
庭
園
で
と
い
う
段
取
り
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
野
焼
き
当
日
は
夜
来
の
雨
が

残
る
と
い
う
、

決
行
が
危
が
ま
れ
る
天
候
。

途
中
に
降
雨
が
あ

っ
て
、

模
様
眺
め
な
ど

も
あ
り
、

終
了
が
四
時
に
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
だ
け
に
参
加
者
の
喜
び
は
ひ
と
し
お

と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
し
た
が
、

神
経
を
す

り
減
ら
し
た
長
い

一
日
で
し
た
。

今
年
度
の
安
全
標
語
の
第

一
席
に
は
、

宇
佐
美
義
春
氏
が
選
ば
れ
ま
し
た
。

たまのよこやま 41

赤
羽
北
分
室
　
袋
低
地
遺
跡
の
調
査
の
た

め
分
室
が
設
立
さ
れ
、

八
月
十
二
日
に
着

手
し
ま
し
た
。

小
林
係
長
と
山
口
慶

一　
・

飯
塚
武
司
副
主
任
調
査
研
究
員

・
西
山
博

章
調
査
研
究
員
が
従
事
し
ま
す
。

な
お
、

縄
文
時
代
中
期
後
半
の
地
点
貝
塚
や
後
期

の
流
路
が
検
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

南
大
沢
整
理
所
　
暑
い
暑
い
と
思

っ
て
い

た
ら
も
う
秋
で
す
。

そ
ろ
そ
ろ
遺
物
の
写

真
撮
影
が
話
題
に
上
が
り
ま
す
。

日
の
出
分
室
　
図
版
作
成
も
本
格
化
し
、

一
九
と
な

っ
て
最
終
段
階
に
向
か

っ
て
い

る
今
日
こ
の
頃
で
す
。

秋
川
分
室
　
釣
り
人
で
娠
わ

っ
た
秋
川
も

い
ま
は
ひ
っ
そ
り
し
て
、

事
務
所
の
窓
か

ら
は
、

冬
籠
り
を
前
に
忙
し
く
餌
を
あ
さ

る
リ
ス
の
姿
が
見
ら
れ
ま
す
。

新
川
分
室
　
現
場
で
の
作
業
は
九
月
五
日

で
す
べ
て
終
了
。

今
年
度
中
に
報
告
書
を

作
成
す
べ
く
、

鋭
意
、

整
理
作
業
中
で
す
。

市
ケ
谷
分
室
　
調
査
は
東
御
殿
の
玄
関
付

近
を
終
了
し
、

表
門
付
近
に
移
り
ま
し
た
。

ま
た
、

能
舞
台
に
接
す
る
表
御
座
之
問
付

近
の
遺
構
検
出
作
業
を
進
め
て
い
ま
す
。

汐
留
分
室
　
龍
野
藩

・
仙
台
藩

。
会
津
藩

の
三
屋
敷
を
同
時
に
調
査
し
て
い
ま
す
。

会
津
藩
敷
地
で
十
七
世
紀
後
半
の
埋
立
て

施
設
が
検
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

十
二
月
十

三
日

（土
）
の
午
後
に
現
地
説
明
会
を
開

催
し
ま
す
の
で
、

い
ら
し
て
く
だ
さ
い
。

東
京
都
教
育
文
化
財
団
で
は
、

高
度
情

報
社
会
に
対
応
す
べ
く
、

広
報
普
及
活
動

の

一
環
と
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
導
入

を
検
討
し
て
き
ま
し
た
が
、

こ
の
十
月
か

ら
ホ
ー
ム
ベ
ー
ジ
を
開
設
い
た
し
ま
し
た
。

当
セ
ン
タ
ー
の
事
業
概
要
や
調
査
の
進
捗
、

催
物
案
内
な
ど
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
の

で
、

ど
う
ぞ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

メ
ー
ル
ア
ド

レ

ス
は

、

『
ず
津
ｏ
く
＼電
電
電
も
ｏ
ユ
ｂ
ｒ
」●
』

分
室
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

焼き上がった土器を抱えて記念撮影
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