
（
原
始
・
古
代
調
査
そ
の
一
）

「
上
茂
原
遊
水
地
造
成
現
場
で

確
認
さ
れ
た
沼
の
跡
（
黒
い

泥
炭
層
）」

茂
原
市
史
編
さ
ん

茂
原
市
史
編
さ
ん

��
事
業
の
活
動

事
業
の
活
動

　

市
史
の
編
さ
ん
と
い
う
と
何
か

専
門
的
な
仕
事
の
よ
う
に
思
え
る

か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
で
は
な

い
。
確
か
に
古
い
時
代
ほ
ど
意
味

の
わ
か
ら
な
い
用
語
が
並
ぶ
の
で

敬
遠
す
る
人
も
多
い
だ
ろ
う
。
し

か
し
そ
れ
は
、
わ
か
ら
な
い
世
界

を
手
探
り
で
研
究
し
て
き
た
結
果

で
も
あ
っ
て
、
い
わ
ば
研
究
の
軌

跡
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

現
在
の
私
た
ち
は
様
々
な
問
題

を
抱
え
て
い
る
。
都
市
化
ひ
と
つ

と
っ
て
も
か
た
ち
こ
そ
変
わ
れ
昔

か
ら
あ
っ
た
。
当
地
茂
原
で
も
集

落
の
増
加
は
古
墳
時
代
の
初
め
に

顕
著
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
弥
生
時

代
の
限
定
的
な
広
が
り
を
は
る
か

に
凌
ぐ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
支

え
た
も
の
は
何
か
。
農
業
技
術
や

用
具
の
進
歩
も
あ
っ
た
が
、
最
も

大
き
な
要
因
は
地
域
的
な
政
治
構

造
の
再
編
（
要
す
る
に
ム
ラ
か
ら

ク
ニ
へ
と
い
っ
た
）
に
あ
っ
た
か

と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
は
関
東
の

西
や
北
か
ら
人
々
の
移
動
や
移
住

を
伴
う
技
術
や
文
化
の
伝
播
も

あ
っ
た
。
国こ

府う

関せ
き

遺い

跡せ
き

の
出
土
遺

物
は
そ
の
こ
と
を
如
実
に
示
し
て

い
る
。
で
は
、
そ
の
後
開
発
が
進

展
し
た
か
と
い
え
ば
そ
う
で
は
な

い
。
結
論
か
ら
い
う
と
そ
の
原
因

は
当
地
の
地
形
・
地
質
条
件
が
関

わ
っ
て
い
る
の
だ
が
、
大
き
な
古

墳
が
作
ら
れ
な
か
っ
た
要
因
の
一

つ
で
あ
ろ
う
。
以
後
は
、
緩
慢
な

歩
み
な
が
ら
古
墳
時
代
後
期
に
な

る
と
市
域
西
部
の
丘
陵
地
帯
（
と

り
わ
け
小
林
、
長
谷
、
国
府
関
、

真
名
付
近
）
に
は
通
称
「
や
ぐ
ら
」

と
呼
ば
れ
る
横よ

こ

穴あ
な

墓ぼ

が
沢
山
作
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
横
穴
墓

は
当
初
昔
の
人
の
住
居
で
は
な
い

か
と
さ
れ
た
が
、
現
在
で
は
遺
骸

を
収
め
た
墓
の
一
形
態
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
墓
を
造
り

そ
れ
を
維
持
す
る
こ
と
は
当
然
開

発
と
連
動
す
る
。
鉄
製
農
工
具
は

奈
良
時
代
以
降
に
出
土
例
が
多
く

な
る
が
、
横
穴
は
鉄
製
工
具
で
掘

ら
れ
て
い
る
。
同
じ
理
屈
で
谷
間

の
開
発
も
進
展
し
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

　

し
か
し
そ
の
こ
と
は
同
時
に
植

生
の
破
壊
も
意
味
し
た
。
藻も

原
は
ら
の

庄し
ょ
う

比ひ

定て
い

地ち

候
補
の
一
つ
で
あ
る

藻そ
う

原げ
ん

寺じ

前
の
広
い
水
田
地
帯
の
一

角
で
は
遊
水
地
の
造
成
に
伴
い
地

層
断
面
が
露
出
し
た
が
、
約
一

メ
ー
ト
ル
程
の
泥で

い

炭た
ん

層そ
う

の
上
に
腐ふ

植し
ょ
く

土ど

を
あ
ま
り
含
ま
な
い
シ
ル

ト
質
の
明め

い

褐か
っ

色し
ょ
く

土ど

が
厚
く
堆
積

す
る
。

　

泥
炭
層
は
縄
文
時
代
の
沼
の
跡

で
あ
り
、
そ
の
後
は
一
宮
川
上
流

か
ら
土
砂
の
供
給
が
強
ま
り
急
速

に
沼
が
埋
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
最
上
部
が
現
在
の
耕
作
土
と

な
る
。
と
は
い
え
、
一
昔
前
の
絵

図
や
地
形
図
、
空
中
写
真
で
み
る

と
、
普
段
で
も
湿
田
で
あ
っ
た
り
、

増
水
時
に
は
沼
の
よ
う
な
場
所
と

思
わ
れ
る
所
も
多
く
確
認
さ
れ
る
。

一
方
、
川
の
影
響
が
少
な
い
本
納

～
小
林
地
先
の
低
地
で
は
、
そ
の

中
央
に
一
昔
前
ま
で
沼
地
が
残
っ

て
い
た
こ
と
は
近
代
郷
土
誌
の
記

す
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

昔
の
川
は
蛇
行
し
所
々
に
沼

を
つ
く
り
、
川
筋
も
一
定
し
な

い
。
そ
れ
で
も
そ
う
い
う
「
あ
そ

び
」
が
あ
っ
て
自
然
は
機
能
し
た
。

人
々
は
溢
水
す
る
所
に
は
住
ま
ず
、

収
穫
も
そ
れ
ほ
ど
期
待
し
な
け
れ

ば
事
足
り
た
の
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
そ
れ
が
近
代
に
な
り
河

道
の
固
定
や
市
街
の
発
展
等
が
進

む
に
つ
れ
、
気
候
の
大
き
な
変
動

等
に
対
処
出
来
な
く
な
っ
て
い
っ

た
の
で
あ
る
。

　

茂
原
市
史
編
さ
ん
委
員

�

小
髙　

春
雄

問
合
せ

美
術
館
・
郷
土
資
料
館

☎
�
２
１
３
１　

�
２
１
３
２

▲上茂原遊水池土層断面の泥炭層
（縄文時代後期～晩期）

▲上茂原遊水池土層断面
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