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国
道
一
二
三
号
線
、
那
珂
川
大
橋
を
通
過

し
て
す
ぐ
北
側
の
道
路
沿
い
の
高
台
に
目
を

引
く
形
の
石
碑
が
建
っ
て
い
ま
す
。
幕
末
の

混
乱
の
足
跡
を
残
す
も
の
な
の
で
す
。
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慶
応
四
（
一
八
六
八
）
年
一
月
に
始
ま
っ

た
戊
辰
戦
争
は
翌
年
に
か
け
て
各
地
に
余
波

を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
旧
幕
府
軍
の
北
進
と

そ
れ
を
追
う
新
政
府
軍
の
戦
い
は
市
川
、
流

山
、
結
城
、
宇
都
宮
な
ど
を
戦
場
と
し
た
こ

と
か
ら
茨
城
県
を
南
北
に
通
る
幾
筋
か
の
街

道
も
諸
軍
が
通
過
し
、
戦
禍
を
残
し
ま
し
た
。

　

四
月
十
一
日
、
江
戸
城
が
新
政
府
軍
に
明

け
渡
さ
れ
た
あ
と
も
幕
府
軍
は
各
地
で
こ
れ

に
抵
抗
し
て
蜂
起
を
続
け
て
い
ま
し
た
。
十

三
日
、
そ
の
中
の
一
隊
約
百
三
十
名
が
野
口

宿
に
宿
営
し
、
翌
朝
那
珂
川
を
船
で
下
ろ
う

と
し
て
い
た
と
こ
ろ
を
新
政
府
軍
に
急
襲
さ

れ
、
十
七
名
の
犠
牲
者
を
出
す
戦
い
と
な

り
ま
し
た
。
幕
府
軍
と
い
う
こ
と
で
遺
骸

を
公
に
葬
る
こ
と
が
は
ば
か
ら
れ
た
た

め
、
近
隣
の
人
々
に
よ
り
密
か
に
埋
葬
さ

れ
、
の
ち
に
現
在
の
地
に
碑
が
建
て
ら
れ

ま
し
た
。

　

こ
の
一
隊
に
つ
い
て
は
様
々
な
説
が
あ

り
、
彰
義
隊
の
一
部
で
あ
る
と
か
、
上
総
、

下
総
の
戊
申
戦
争
を
転
戦
し
て
き
た 
撤  
兵 

さ
っ 
ぺ
い

 
隊 
で
あ
る
と
の
説
が
あ
り
ま
す
が
、
明
ら

た
いか

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
撒
」
に
は
「
放

つ
」、「
な
げ
う
つ
」
な
ど
の
意
味
が
あ
り
、

も
と
も
と
撒
兵
と
は
砲
兵
部
隊
で
あ
る
持

小
筒
組
を
指
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
慶
応
二

年
に
改
編
さ
れ
て
撒
兵
と
改
称
さ
れ
ま
し

た
。
し
か
し
、
上
野
の
彰
義
隊
戦
争
は
五

月
十
五
日
に
起
き
て
い
る
た
め
、
一
か
月

前
の
こ
の
時
期
に
野
口
を
通
り
か
か
っ
て

い
る
こ
と
に
疑
問
を
呈
す
る
声
も
き
か
れ

ま
す
。
戊
辰
戦
争
の
諸
軍
は
め
ま
ぐ
る
し

い
戦
況
の
変
化
に
よ
っ
て
組
織
名
、
機
構

な
ど
の
変
化
も
激
し
く
、
隊
の
名
称
や
指

導
者
が
変
わ
る
事
も
し
ば
し
ば
あ
る
の

で
、
こ
れ
を
特
定
す
る
の
は
難
し
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
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そ
れ
か
ら
ほ
ぼ
二
十
年
を
経
た
明
治
二

十
二
（
一
八
八
九
）
年
、
戦
死
し
た
十
七

名
の
た
め
に
野
口
の
渡
し
を
臨
む
高
台
に

建
て
ら
れ
た
の
が
こ
の
供
養
碑
で
す
。
建

碑
に
は
、
近
在
の
協
力
者
二
百
六
十
三
名

が
か
か
わ
る
大
規
模
な
も
の
で
し
た
。
そ

し
て
題
字
を
幕
府
軍
の
参
謀
で
歩
兵
奉
行

を
務
め
た
大
鳥
圭
介
、
撰
文
を
水
戸
の
佐

久
間
謙
、
書
を
野
口
雨
情
の
叔
父
で
県
議

会
議
員
を
務
め
た
野
口
勝
一
が
手
が
け
ま

し
た
。
葬
ら
れ
て
い
る
十
七
名
は
仙
石
義

正
、
秋
山
善
保
、
榎
本
桂
次
郎
、
山
口
藤

吉
、
坂
巻
錠
介
、
徳
田
米
太
郎
及
び
氏
名

不
明
の
十
一
名
で
す
。
こ
の
う
ち
、
寿
命

寺
の
境
内
に
は
「
彰
義
隊
の
墓
」
と
刻
ま

れ
た
徳
田
米
太
郎
の
墓
が
親
族
に
よ
っ
て

建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
十
七
歳
の
若
さ
で

の
戦
死
で
し
た
。

 「
彰
義
隊
」
と
い
う

墓
を
建
て
た
の
は

五
十
年
を
経
過
し

た
昭
和
十
五
年
の

こ
と
で
あ
り
、
こ

の
表
記
に
つ
い
て

も
議
論
の
分
か
れ

る
と
こ
ろ
で
す
。

ま
た
野
口
花
山
に

は
坂
巻
錠
介
の
墓

が
あ
り
ま
す
。
坂
巻
は
更
に
若
く
十
五
歳

で
し
た
。
重
傷
を
負
っ
た
と
こ
ろ
を
野
口

の
有
力
者
、
関
澤
源
次
衛
門
が
手
厚
く
施

療
し
、
親
元
へ
も
連
絡
す
る
な
ど
手
を
尽

く
し
ま
し
た
が
数
日
後
に
亡
く
な
り
ま
し

た
。
関
澤
家
で
は
坂
巻
の
遺
骸
を
自
ら
の

墳
墓
の
傍
ら
に
埋
葬
し
ま
し
た
。

　

市
内
で
も
意
外
な
と
こ
ろ
に
幕
末
維
新

の 
余  
燼 
を
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

よ 
じ
ん

（
歴
史
民
俗
資
料
館
）
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▲

戦
死
十
七
士
合
葬
墓

▲彰義隊の墓（野口・寿命寺境内） ▲坂巻錠介の墓（野口花山）




