
 

 

→ 
→ 

海進により霞ヶ浦，
牛久沼，印旛沼等が
内海を形成している
1000 年前の関東平
野（『農業土木歴史研
究会』ＨＰより転載） 

← 
東京スカイツリーから見た筑波山。眼下に
は沃野一望の関東平野がどこまでも広がっ
ています。（『BLUE STYLE COM』ＨＰの「東
京スカイツリー定点観測所」より転載） 
 

復元された縄文人の
竪穴住居（上，『上高
津貝塚ふるさと歴史
の広場』ＨＰより転
載）茨城県最大の舟
塚山古墳（右，『石岡
市』ＨＰの「街なか
散歩」より転載） 

  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

      
 

   

              

地
球
温
暖
化 

〝
地
球
温
暖
化
〟
と
い
う
言
葉
は
、
近
年
、
大

気
中
の
二
酸
化
炭
素
の
増
加
に
よ
る
温
室
効
果

が
問
題
視
さ
れ
、
よ
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
ま
ず
は
、
こ
の
こ
と
を
地
球
の
歴
史

の
中
で
捉
え
る
こ
と
か
ら
い
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。 

 

137
億
年
前
の
ビ
ッ
グ
バ
ン
の
後
、
宇
宙
が
形

成
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
地
球
は
、
45
～
46
億

年
前
に
誕
生
し
た
と
言
わ
れ
ま
す
。
そ
の
後
、

生
命
が
誕
生
し
、
６
千
500
万
年
前
か
ら
の
新
生

代
に
な
る
と
、
霊
長
類
が
登
場
し
、
370
万
年
前

に
は
最
古
の
人
類
の
ア
ウ
ス
ト
ラ
ロ
ピ
テ
ク
ス

（
猿
人
）
が
生
ま
れ
、
今
日
に
至
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
間
の
地
球
は
、
温
暖
化
・
寒
冷
化
が
繰
り

返
さ
れ
、
時
に
は
数
万
年
間
も
寒
冷
期
が
続
く

氷
河
期
も
あ
り
ま
し
た
。
氷
河
期
に
は
、
北
米

大
陸
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
中
心
に
北
半
球
の
多
く

の
地
域
が
雪
と
氷
に
覆
わ
れ
ま
し
た
。
我
が
国

に
は
、
は
っ
き
り
と
し
た
氷
河
期
の
名
残
は
尐

な
い
も
の
の
、
北
ア
ル
プ
ス
に
あ
る
Ｕ
字
谷
は

氷
河
の
あ
っ
た
証
左
な
の
で
す
。
そ
し
て
最
後

の
氷
河
期
が
１
万
２
千
年
前
に
終
わ
り
、
そ
の

後
、
地
球
の
温
暖
化
が
急
速
に
進
行
し
ま
す
。

（
実
は
氷
河
期
と
氷
河
期
の
間
は
比
較
的
温
暖

な
時
期
が
数
万
年
以
上
も
続
く
間
氷
期
と
呼
ば

れ
る
時
期
が
あ
り
、
現
在
は
そ
こ
に
あ
る
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
氷
河
期
で
も
間
氷

期
で
も
、
そ
の
中
で
寒
冷
・
温
暖
が
繰
り
返
さ

れ
て
い
ま
す
。
） 

氷
河
期
が
終
わ
る
と
、
我
が
国
で
は
縄
文
期

に
入
り
、
人
々
の
活
動
が
と
て
も
活
発
に
な
る

時
代
に
突
入
し
ま
す
。
気
候
の
温
暖
化
に
伴
い
、

植
物
の
成
長
が
飛
躍
的
に
促
進
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
自
然
界
の
動
植
物
を
食
料
と
し
た
縄

文
人
の
行
動
が
非
常
に
旺
盛
に
な
る
の
は
当
然

の
こ
と
で
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
海
進
（
温
暖

化
に
よ
り
大
地
を
覆
っ
て
い
た
氷
雪
が
溶
け
る

こ
と
で
海
面
が
上
昇
し
、
内
陸
部
ま
で
海
水
が

進
入
す
る
現
象
）
が
進
み
ま
し
た
。
茨
城
県
で

い
え
ば
、
県
南
か
ら
県
西
に
か
け
て
、
現
在
の

霞
ヶ
浦
・
利
根
川
水
系
の
多
く
で
海
進
が
認
め

ら
れ
、
筑
波
山
麓
周
辺
ま
で
海
水
が
広
が
っ
た

の
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
縄
文
期
に
形
成
さ

れ
た
貝
塚
が
そ
の
証
拠
で
、
こ
こ
の
貝
殻
は
、

ほ
と
ん
ど
が
汽
水
域(

海
水
と
淡
水
が
混
在
す

る
状
態
の
区
域)

の
も
の
で
あ
り
、
各
地
に
残
る

貝
層(

自
然
に
貝
が
堆
積
し
た
も
の)

で
も
、
牡

蠣
を
は
じ
め
と
し
て
海
水
に
生
息
す
る
も
の
が

数
多
く
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
（
今
で
も
か
す

み
が
う
ら
市
の
霞
ヶ
浦
湖
岸
に
は
、
牡
蠣
の
貝

層
が
み
ら
れ
ま
す
） 

             

ム
ラ
か
ら
ク
ニ
へ 

 
 

縄
文
人
は
、
温
暖
化
に
よ
っ
て
豊
富
に
な
っ

た
動
植
物
や
魚
・
貝
を
食
料
と
し
、
台
地
の
縁

辺
に
10
戸
程
度
の
集
団
で
あ
る
ム
ラ
を
形
成
し

て
生
活
し
ま
し
た
。 

 
 

１
万
年
も
続
い
た
縄
文
時
代
の
末
期
に
は
、

大
陸
方
面
か
ら
稲
作
を
伴
う
文
化
が
伝
わ
り
、

農
耕
生
活
が
主
と
な
る
社
会
が
急
速
に
形
成
さ

れ
て
い
き
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
弥
生
時
代
の
到
来

で
す
。
従
来
、
弥
生
時
代
の
ス
タ
ー
ト
は
紀
元

前
３
世
紀
で
、
北
九
州
に
始
ま
り
、
100
年
ほ
ど

を
要
し
て
東
北
地
方
北
部
に
ま
で
到
達
し
た
と

さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
今
日
で
は
、
紀
元
前
５

～
６
世
紀
が
始
ま
り
で
、
急
速
に
東
北
北
部
ま

で
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 
 

農
耕
生
活
が
始
ま
る
こ
と
に
よ
り
、
人
々
の

生
活
は
大
き
く
変
化
し
、
１
万
年
続
い
た
縄
文

時
代
と
は
異
な
り
、
弥
生
時
代
は
数
100
年
で
新

た
な
社
会
へ
と
変
質
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。
そ
の
最
も
大
き
な
要
因
は
、
旧
来
に
比
べ

て
生
産
高
や
蓄
積
が
桁
違
い
に
増
大
し
た
こ
と

と
、
農
耕
社
会
で
の
指
導
者
の
必
要
性
で
し
た
。

つ
ま
り
人
々
は
、
よ
り
多
く
の
生
産
を
求
め
る

中
で
、
灌
漑
の
敷
設
や
耕
作
適
地
の
拡
大
に
努

め
る
必
要
か
ら
、
社
会
集
団
を
大
規
模
化
さ
せ

る
一
方
で
、
集
団
を
ま
と
め
ら
れ
る
指
導
者
を

出
現
さ
せ
て
い
く
の
で
す
。
そ
れ
は
、
集
団
を

ム
ラ
か
ら
ク
ニ
へ
と
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
ほ
か

な
り
ま
せ
ん
。
勿
論
、
当
時
の
日
本
民
族
は
文

字
を
持
た
な
か
っ
た
た
め
、
そ
れ
が
文
字
資
料

と
し
て
残
る
も
の
は
全
く
存
在
し
ま
せ
ん
が
、

明
治
以
降
、
特
に
戦
後
の
発
掘
調
査
を
も
と
に

し
た
研
究
か
ら
解
明
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
す
。 

 
 

３
世
紀
に
な
る
と
、
ム
ラ
か
ら
ク
ニ
へ
の
統

合
が
進
み
、
や
が
て
ヤ
マ
ト
政
権
に
よ
る
国
土

の
統
一
（
北
九
州
か
ら
近
畿
方
面
）
が
な
さ
れ

ま
す
。
い
わ
ゆ
る
古
墳
時
代
の
到
来
で
す
。
ヤ

マ
ト
政
権
は
国
土
の
支
配
体
系
を
整
え
、
よ
り

強
固
な
支
配
体
制
を
確
立
し
て
い
き
ま
す
。
６

～
７
世
紀
が
こ
れ
に
あ
た
る
時
期
で
あ
り
、
政

治
的
な
中
心
地
「
飛
鳥
」
か
ら
飛
鳥
時
代
と
も

言
わ
れ
、
や
が
て
、
奈
良
時
代
の
律
令
制
度
に

よ
る
政
治
体
制
へ
と
繋
が
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
こ
の
間
も
、
農
具
の
改
良
な
ど
に
よ
っ
て
、

生
産
向
上
の
努
力
は
続
け
ら
れ
ま
し
た
。 

第５８号 

校歌に謳われた「沃野」 
1911（明治 44）年に制定され，当時の土浦中学校から現在の土浦一高に至る

まで，100 年余にわたって歌い続けられてきた本校校歌。そこに登場する「沃野」

とは，地味のよく肥えた平野，すなわち高い生産力（経済力）をもった広大なる土

地（平野）を意味しています。そこで，今号から少しの間，土地の生産力に着目し，

このことについて歴史的視点から考察してみます。 

平成２５年６月１１日 

茨城県立土浦第一高等学校  

進修同窓会旧本館活用委員会 
ＨＰ http:www.sin-syu.jp/ 



 

 

奈良時代の日本の人口を約 500 万と推
定できた『鹿の子遺跡出土漆紙文書』
（『石岡市』ＨＰの「鹿の子遺跡出土漆
紙文書一括」より転載） 

鎌倉期から戦国期にかけて現在の土浦地域を支配し

た小田氏の居城「小田城」址（右上）。貫高制を支え

た「永楽通宝」（左上）とその鐚銭（左下）（貨幣は，

しらかわただひこ『コインの散歩道』ＨＰより転載） 

 

生
産
力
と
人
口 

 

古
来
、
一
定
の
地
域
に
お
け
る
人
口
は
生
産

力
に
比
例
し
て
い
る
と
、
よ
く
言
わ
れ
る
こ
と

で
す
。 

 
 

奈
良
時
代
の
人
口
が
500
万
人
と
言
わ
れ
、
近

世
初
期
が
１
千
200
万
人
程
度
で
、
明
治
維
新
の

頃
で
も
３
千
万
人
程
度
。
そ
れ
が
現
在
で
は
、

人
口
減
尐
期
に
入
っ
た
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
１

億
２
千
800
万
人
。
現
代
の
人
口
は
当
然
な
が
ら

国
内
の
み
の
生
産
力
で
は
ま
か
な
う
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
の
で
、
対
外
貿
易
に
頼
る
こ
と
が
必

定
で
あ
る
こ
と
は
承
知
の
通
り
で
す
。
平
成
22

年
時
点
の
食
糧
自
給
率
は
カ
ロ
リ
ー
ベ
ー
ス
で

僅
か
39
％
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
か
ら

す
れ
ば
、
国
内
生
産
の
み
で
養
え
る
人
口
は
５

千
万
人
弱
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。 

 
 

さ
て
、
江
戸
時
代
か
ら
明
治
期
の
人
口
統
計

は
あ
る
程
度
信
頼
で
き
る
も
の
の
、
奈
良
時
代

の
「
500
万
人
」
に
つ
い
て
は
、
ど
の
程
度
ま
で

信
用
で
き
る
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
点

に
つ
い
て
、
常
磐
自
動
車
道
の
工
事
に
関
連
し

て
常
陸
国
衙
関
係
の
「
鹿
の
子
遺
跡
」
の
発
掘

調
査
が
昭
和
59
年
か
ら
行
わ
れ
、
そ
の
際
に
貴

重
な
資
料
が
得
ら
れ
ま
し
た
。
奈
良
時
代
後
期

か
ら
平
安
時
代
前
期
に
か
け
た
蝦
夷
征
討
な
ど

の
軍
事
活
動
に
関
連
し
た
遺
構
・
遺
物
の
発
見

が
そ
れ
で
、
そ
の
中
に
漆
紙
文
書
が
あ
り
、
大

い
に
注
目
を
浴
び
ま
し
た
。
漆
紙
文
書
と
は
、

国
庁
な
ど
で
用
い
ら
れ
た
帳
簿
類
の
文
書
が
漆

容
器
の
蓋
紙
な
ど
に
再
利
用
さ
れ
た
も
の
で
、

漆
が
付
着
し
た
た
め
腐
食
せ
ず
に
今
日
で
も
読

む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
漆
紙
そ
の
も
の
か
ら
直

接
文
字
等
を
判
読
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可

能
で
す
が
、
赤
外
線
カ
メ
ラ
や
エ
ッ
ク
ス
線
カ

メ
ラ
な
ど
を
用
い
て
解
読
が
可
能
な
の
で
す
。 

 
 

鹿
の
子
遺
跡
の
漆
紙
文
書
の
中
に
は
、
計
帳

や
調
帳
な
ど
の
租
税
に
係
る
も
の
が
あ
り
、
奈

良
時
代
末
期
の
常
陸
国
の
人
口
が
約
22
万
人
と

推
定
さ
れ
、
こ
れ
を
も
と
に
当
時
の
日
本
の
人

口
を
考
え
る
と
、
500
万
人
と
言
わ
れ
て
い
た
数

字
が
、
現
実
よ
り
か
け
離
れ
た
数
字
で
は
な
い

こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。 

           

生
産
力
の
向
上 

 
 

平
安
・
鎌
倉
・
南
北
朝
・
室
町
・
戦
国
と
時

代
は
変
遷
し
て
も
、
人
々
の
生
産
向
上
の
た
め

の
努
力
は
営
々
と
重
ね
ら
れ
、
こ
の
間
に
特
筆

す
べ
き
こ
と
は
鉄
製
農
具
の
普
及
や
肥
料
の
使

用
で
す
。
中
で
も
、
刈
敷
と
い
わ
れ
る
草
を
刈

り
込
ん
で
す
き
込
む
緑
肥
や
草
木
灰
を
肥
料
と

す
る
方
法
が
と
り
入
れ
ら
れ
る
と
、
単
位
面
積

当
た
り
の
生
産
が
大
幅
に
高
ま
り
ま
し
た
。
さ

ら
に
は
人
糞
尿
も
肥
料
と
し
て
活
用
さ
れ
る

と
、
近
畿
以
西
で
は
二
毛
作
や
三
毛
作
も
行
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。 

 
 

ま
た
、
中
世
（
平
安
末
期
～
戦
国
時
代
）
は
、

武
士
が
社
会
の
中
心
に
な
り
、
戦
乱
も
し
ば
し

ば
起
こ
り
、
住
み
に
く
い
社
会
で
は
な
か
っ
た

の
か
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
意
外
な
こ
と
に
、

支
配
者
の
生
産
奨
励
も
あ
り
、
活
気
あ
る
人
々

の
活
動
は
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で

す
。
そ
れ
は
当
然
、
生
産
力
の
向
上
に
も
直
結

し
て
い
き
ま
す
。
た
だ
、
中
世
は
、
古
代
か
ら

の
荘
園
制
度
が
依
然
と
し
て
残
っ
て
い
て
、
土

地
の
一
元
支
配
に
は
程
遠
い
状
況
で
あ
り
ま
し

た
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
後
半
に
な
る
と
、

群
雄
割
拠
で
支
配
者
が
多
数
存
在
し
た
た
め
、

日
本
全
体
の
人
口
や
生
産
力
を
つ
か
み
に
く
い

時
代
で
も
あ
っ
た
の
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。 

や
が
て
戦
国
末
期
を
迎
え
る
と
、
全
国
統
一

や
一
元
支
配
に
向
け
た
動
き
が
本
格
化
し
て
い

き
ま
す
。
織
田
信
長
は
支
配
地
域
に
お
い
て
「
指

出
検
地
」
を
実
施
し
、
一
元
的
な
支
配
を
め
ざ

し
ま
し
た
。
こ
れ
を
受
け
継
い
だ
豊
臣
秀
吉
は
、

俗
に
言
う
と
こ
ろ
の
「
太
閤
検
地
」
を
実
施
し
、

全
国
を
一
元
的
に
支
配
す
る
体
制
を
築
く
の
で

す
。
し
か
し
、
豊
臣
政
権
は
長
続
き
せ
ず
、
そ

の
基
本
的
し
く
み
は
徳
川
家
康
に
よ
る
江
戸
幕

府
に
引
き
継
が
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

貫
高
制
か
ら
石
高
制 

と
こ
ろ
で
、
中
世
末
に
群
雄
割
拠
し
た
戦
国

大
名
は
、
支
配
地
の
経
済
的
基
盤
を
正
確
に
把

握
す
る
た
め
に
検
地
を
行
う
と
と
も
に
、
土
地

の
生
産
性
な
ど
の
表
示
と
し
て
は
貫
高
制
を
採

り
ま
し
た
。
貫
高
と
は
、
田
地
の
面
積
を
、
そ

こ
か
ら
収
穫
す
る
こ
と
の
で
き
る
平
均
の
米
の

量
を
通
貨
に
換
算
し
、
「
貫
」
（
1000
文
）
を
単

位
と
し
て
表
し
た
数
値
を
い
い
、
そ
れ
を
税
収

の
基
準
に
す
る
土
地
制
度
を
貫
高
制
と
呼
び
ま

し
た
。
従
っ
て
、
同
じ
貫
数
で
も
土
地
の
条
件

な
ど
に
よ
っ
て
実
際
の
土
地
面
積
は
異
な
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
貫
高
制
と
は
、
米
で
納
め
る

べ
き
年
貢
を
銭
で
代
納
す
る
「
分
銭
」
に
由
来

し
、
こ
の
制
度
の
も
と
で
は
、
武
家
の
知
行
高

も
貫
で
表
し
、
貫
高
に
基
づ
い
て
負
担
す
る
軍

役
も
定
め
ら
れ
ま
し
た
。
貫
高
制
の
典
型
的
な

ケ
ー
ス
と
し
て
、
後
に
小
田
原
を
中
心
に
南
関

東
一
帯
を
支
配
し
た
後
北
条
氏
の
例
が
あ
り
ま

す
。
後
北
条
氏
は
、
田
に
は
１
段
当
た
り
500
文
、

畑
は
同
じ
く
150
～
200
文
を
標
準
と
し
、
永
楽
銭

（
中
国
・
明
か
ら
輸
入
し
た
銅
銭
）
あ
る
い
は

代
納
と
し
て
米
で
納
め
さ
せ
、
代
納
の
場
合
は

100
文
を
米
１
斗
２
～
４
升
に
換
算
し
ま
し
た
。

な
お
、
永
楽
銭
で
納
付
さ
せ
た
貫
高
制
を
特
に

永
高
と
も
い
い
、
戦
国
時
代
に
な
る
と
、
自
給

自
足
体
制
の
崩
壊
と
と
も
に
支
配
階
層
の
貨
幣

に
対
す
る
需
要
が
高
ま
っ
た
こ
と
か
ら
、
永
高

が
普
及
し
た
も
の
と
も
言
え
ま
す
。
そ
の
一
方

で
、
戦
国
大
名
の
貫
高
制
は
、
国
人
領
主
層
や

在
地
小
領
主
層
を
知
行
制
に
よ
り
家
臣
団
と
し

て
編
成
す
る
と
と
も
に
、
年
貢
集
取
在
地
支
配

を
行
う
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
ま
す
が
、
在
地
掌
握
の
程
度
に
つ
い
て
は
、

十
分
掌
握
が
な
さ
れ
た
と
す
る
説
と
不
掌
握
で

あ
っ
た
と
す
る
二
説
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。 

そ
し
て
、
貫
高
制
か
ら
石
高
制
に
移
行
す
る

時
期
が
や
っ
て
き
ま
す
。
当
時
の
日
本
は
貨
幣

を
自
給
で
き
な
か
っ
た
こ
と
や
鐚
銭
（
び
た
せ

ん
…
私
鋳
銭
な
ど
の
質
の
低
い
貨
幣
。
「
ビ
タ

一
文
」
の
表
現
。
１
文
は
最
低
の
通
貨
単
位
）

の
問
題
も
あ
り
、
貫
高
制
の
維
持
に
見
合
う
貨

幣
流
通
量
が
確
保
で
き
な
く
な
っ
た
か
ら
で

す
。
戦
国
時
代
後
期
に
は
、
商
業
の
発
展
や
銀

生
産
量
の
増
加
に
伴
い
、
銭
に
代
わ
っ
て
銀
や

米
が
価
値
の
基
本
に
な
り
、
貫
高
制
は
混
乱
し
、

米
な
ど
の
代
納
が
多
く
な
り
ま
し
た
。
そ
う
し

た
状
況
を
踏
ま
え
、
秀
吉
の
太
閤
検
地
で
は
、

土
地
を
測
定
し
て
面
積
を
出
し
、
標
準
収
穫
量

を
算
出
す
る
石
高
制
を
原
則
に
採
用
し
ま
し

た
。
こ
れ
を
機
に
石
高
制
に
移
っ
て
い
き
ま
す
。

（
次
号
に
続
く
） 

 

（
高
21
回
卒 

鈴
木
義
人
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